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三
〇
年
来
続
け
て
き
た
「
比
較
宗
教
学
」
の
授
業
内
容
を
、
コ
ロ
ナ
禍
を
契
機
と
し
て
改
め
て
吟
味
し
直
し
て
文
章
化
し
、
オ
ン
デ
マ
ン
ド
で
提
供
し
て
か
ら
今
年
で
三
年
に
な
る
。
今
回

は
、
本
誌
の
前
号
に
掲
載
し
た
「
比
較
宗
教
学
講
義
Ⅱ
―
―
キ
リ
ス
ト
教
」
の
続
編
と
し
て
、
イ
ス
ラ
ム
教
を
扱
っ
た
第
三
章
を
公
開
す
る
。
も
と
よ
り
私
は
イ
ス
ラ
ム
教
の
専
門
家
で
は
な

い
が
、
宗
教
に
つ
い
て
の
予
備
知
識
を
ほ
と
ん
ど
も
た
な
い
一
般
学
生
を
対
象
に
し
て
、
と
り
わ
け
わ
れ
わ
れ
日
本
人
に
な
じ
み
の
薄
い
イ
ス
ラ
ム
教
を
理
解
す
る
上
で
最
低
限
必
要
と
な
る

基
本
的
知
識
を
整
理
し
て
提
供
す
る
こ
と
に
は
、
そ
れ
な
り
の
意
義
が
あ
る
と
考
え
る
。
本
稿
は
、
第
一
章
「
宗
教
の
と
ら
え
方
」
で
示
し
た
方
法
論
的
不
可
知
論
の
立
場
か
ら
、
比
較
宗
教

学
の
枠
組
み
を
前
提
と
し
て
イ
ス
ラ
ム
教
を
眺
め
る
一
つ
の
試
み
で
あ
る
。
一
読
さ
れ
て
批
評
を
賜
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

第
三
章　

イ
ス
ラ
ム
教

0
基
本
的
特
徴
と
教
典

⑴
イ
ス
ラ
ム
教
の
基
本
的
特
徴

　

第
二
章
「
キ
リ
ス
ト
教
」
で
も
触
れ
た
と
お
り
、
イ
ス
ラ
ム
教
は
、
七
世
紀
、
ユ
ダ
ヤ

教
に
始
ま
る
一
神
教
の
伝
統
の
最
後
に
登
場
し
て
き
た
世
界
宗
教
で
す
。
イ
ス
ラ
ム
教
の

神
ア
ッ
ラ
ー
（A

（
（
（

llāh

（
は
、
ア
ラ
ビ
ア
語
で
「
神
」
を
表
わ
すilāh

に
定
冠
詞al
が
付

い
て
で
き
た
と
い
う
説
が
有
力
で
、
英
語
で
言
え
ばthe�God

と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し

ょ
う
か
。
ユ
ダ
ヤ
教
の
神
ヤ
ハ
ウ
ェ
、
さ
ら
に
キ
リ
ス
ト
教
の
神
と
同
様
、
ア
ッ
ラ
ー
も

ま
た
、「
無
か
ら
の
創
造
」
を
な
し
と
げ
て
、
最
後
の
審
判
に
至
る
ま
で
の
歴
史
を
す
べ

て
司
る
、
絶
対
的
な
人
格
神
で
す
。
後
で
見
る
よ
う
に
、
イ
ス
ラ
ム
教
の
立
場
か
ら
す
れ

ば
、
む
し
ろ
ユ
ダ
ヤ
教
や
キ
リ
ス
ト
教
の
神
も
、
実
際
に
は
こ
の
ア
ッ
ラ
ー
だ
っ
た
と
さ

れ
る
の
で
す
。

　

と
す
る
な
ら
ば
、
ユ
ダ
ヤ
教
や
キ
リ
ス
ト
教
と
は
異
な
る
イ
ス
ラ
ム
教
独
自
の
基
本
的

な
特
徴
は
、
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ユ
ダ
ヤ
教
の
場
合
に
は
、
神
か
ら
与

え
ら
れ
た
律
法
の
遵
守
、
キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
は
、
イ
エ
ス
を
神
の
子
キ
リ
ス
ト
と
信
じ

る
こ
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
基
本
的
特
徴
だ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
に
対
し
て
イ
ス
ラ
ム

教
は
、「
コ
ー
ラ
ン
に
示
さ
れ
た
ア
ッ
ラ
ー
の
意
志
を
生
活
の
全
側
面
で
実
現
し
よ
う
と

す
る
宗
教（

（
（

」
と
言
え
ま
す
。
こ
れ
は
、
神
の
絶
対
性
の
徹
底
化
と
、
コ
ー
ラ
ン
（
ア
ラ
ビ

ア
語
の
発
音
に
近
付
け
た
表
記
で
は
ク
ル
ア
ー
ン
（
の
特
別
な
性
格
と
を
意
味
す
る
も
の

に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

　

イ
ス
ラ
ム
教
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
た
と
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
よ
う
な
、
仲
保

者
と
し
て
の
イ
エ
ス
＝
キ
リ
ス
ト
、
言
い
換
え
れ
ば
神
で
あ
る
と
同
時
に
人
間
で
も
あ
る

と
い
っ
た
あ
い
ま
い
な
存
在
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
存
在
は
、
神
の
絶
対
性
を

損
な
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
す
。
他
方
で
真
に
絶
対
的
な
神
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
神
は

す
べ
て
を
支
配
す
る
は
ず
で
す
。
全
宇
宙
は
、
し
た
が
っ
て
当
然
な
が
ら
人
間
の
生
活
の

す
べ
て
は
神
が
支
配
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
言
い
換
え
れ
ば
、
イ
ス
ラ
ム
教
の
立
場

か
ら
す
れ
ば
、
人
間
の
営
み
は
す
べ
て
宗
教
に
含
ま
れ
る
の
で
す
。
た
と
え
ば
キ
リ
ス
ト

教
で
も
、
中
世
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
最
盛
期
に
は
、
宗
教
的
権
威
が
世
俗
的
権
威
の
上
位

�
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二

に
あ
る
「
神
の
国
」
が
一
時
的
に
実
現
し
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
も
ま
た
、
神
の
絶
対
性
の

顕
わ
れ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
が
、
し
か
し
キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
、「
カ
エ
サ
ル

の
も
の
は
カ
エ
サ
ル
に
、
神
の
も
の
は
神
の
も
の
に
」（
マ
ル
コ12-17

等
（
と
い
う
有

名
な
言
葉
が
端
的
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
宗
教
的
な
も
の
と
世
俗
的
な
も
の
、
言
い
換

え
れ
ば
聖
と
俗
と
は
は
っ
き
り
と
区
別
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
イ
ス
ラ
ム
教
で

は
、
神
の
絶
対
性
が
徹
底
化
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
聖
と
俗
と
の
区
別
は
原
則
と
し
て

存
在
し
ま
せ
ん
。
言
っ
て
み
れ
ば
す
べ
て
は
聖
の
領
域
な
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
神
の
意

志
は
、
当
然
生
活
の
す
べ
て
の
側
面
で
実
現
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

　

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
神
の
意
志
を
端
的
に
示
し
て
い
る
も
の
が
、
コ
ー
ラ
ン
な
の
で

す
。
聖
典
コ
ー
ラ
ン
は
、
絶
対
的
な
人
格
神
で
あ
る
ア
ッ
ラ
ー
が
、
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド

に
ア
ラ
ビ
ア
語
で
啓
示
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
、
そ
の
ま
ま
記
し
た
も
の
で
す
。
つ
ま
り
、

そ
こ
に
は
神
の
言
葉
が
直
接
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
神
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
原
則

と
し
て
コ
ー
ラ
ン
以
外
に
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
そ
の
点
、
し
ょ
せ
ん
人
間
が
書
い
た
に
す

ぎ
な
い
旧
約
聖
書
や
新
約
聖
書
、
ま
し
て
や
、
後
で
見
る
よ
う
に
そ
の
総
数
も
分
ら
な
い

ほ
ど
無
数
の
仏
教
経
典
と
は
、
同
じ
教
典
と
い
っ
て
も
、
ま
っ
た
く
性
格
が
異
な
る
の
で

す
。
た
と
え
ば
、
も
う
二
十
年
以
上
も
前
に
な
り
ま
す
が
、
パ
キ
ス
タ
ン
人
が
経
営
す
る

富
山
県
の
中
古
車
販
売
店
に
、
切
り
裂
か
れ
た
コ
ー
ラ
ン
が
捨
て
ら
れ
て
い
た
事
件
が
あ

り
ま
し
た
。
こ
れ
に
抗
議
し
て
各
地
の
イ
ス
ラ
ム
教
徒
が
集
結
し
て
集
会
を
開
い
た
り
、

外
務
省
に
対
応
を
申
し
入
れ
た
り
し
た
の
で
す
が
、
日
本
人
に
は
奇
異
に
も
映
る
こ
う
し

た
行
動
の
理
由
は
、
ま
さ
に
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
絶
対
的
な
神
の
言
葉
を
傷
つ

け
た
暴
挙
に
対
し
て
、
真
摯
な
イ
ス
ラ
ム
教
徒
た
ち
は
、
神
を
冒
瀆
す
る
行
為
と
し
て
決

し
て
許
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
感
じ
た
の
で
し
た
。

　

こ
こ
で
、
イ
ス
ラ
ム
教
の
呼
称
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
ま
す
。
最
近
で
は
、
イ
ス
ラ
ム

教
あ
る
い
は
イ
ス
ラ
ム
（
ア
ラ
ビ
ア
語
の
発
音
に
近
付
け
た
表
記
で
は
イ
ス
ラ
ー
ム
（
と

い
う
言
い
方
が
一
般
的
で
す
が
、
一
昔
前
ま
で
は
「
回
教
」
や
「
マ
ホ
メ
ッ
ト
教
」
と
い

っ
た
呼
称
も
通
用
し
て
い
ま
し
た
。「
回
教
」
と
い
う
呼
称
は
、
中
国
西
北
部
の
ト
ル
コ

系
民
族
ウ
イ
グ
ル
（
回
鶻
、
回
紇
（
族
を
回
回
と
も
呼
ん
だ
こ
と
に
由
来
し
、
ウ
イ
グ
ル

族
が
信
仰
す
る
イ
ス
ラ
ム
教
の
こ
と
を
元
代
に
は
回ふ

い

回ふ
い

教
、
さ
ら
に
回
教
と
呼
ぶ
よ
う
に

な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す（

（
（

。
そ
れ
が
日
本
に
も
伝
え
ら
れ
、
イ
ス
ラ
ム
教
を
指
す
言
葉

と
し
て
、
と
り
わ
け
戦
前
に
は
広
く
流
通
し
て
い
ま
し
た
。
一
方
の
「
マ
ホ
メ
ッ
ト
教

（M
ahom

etanism

（」
は
、
西
欧
で
、
預
言
者
「
マ
ホ
メ
ッ
ト
」
―
―M

ahom
et

こ
れ

は
欧
米
語
の
訛な

ま

り
が
入
っ
た
ス
ペ
ル
で
あ
り
、
近
年
は
ア
ラ
ビ
ア
語
の
発
音
に
近
い
ム
ハ

ン
マ
ドM

uham
m
ad

の
表
記
を
用
い
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
―
―
の
名
前
に
ち
な
ん
で

作
ら
れ
た
呼
称
で
す
。
こ
の
言
い
方
に
は
、
イ
ス
ラ
ム
教
は
「
マ
ホ
メ
ッ
ト
」
に
よ
っ
て

作
り
出
さ
れ
た
宗
教
で
あ
る
と
い
う
意
味
合
い
が
込
め
ら
れ
て
い
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は

「
マ
ホ
メ
ッ
ト
」
は
詐
欺
師
あ
る
い
は
異
常
心
理
者
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
さ
え
あ
り
ま
し

た
。
こ
の
よ
う
な
発
想
に
は
、
イ
ス
ラ
ム
教
に
対
し
て
一
部
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
抱
く
、

あ
る
種
の
偏
見
の
存
在
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す（

（
（

。

　

こ
れ
に
対
し
て
イ
ス
ラ
ム
（
イ
ス
ラ
ー
ム
（
は
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
自
身
の
呼
称
で
す
。

ア
ラ
ビ
ア
語
のIslām

は
、「
絶
対
的
な
帰
依
」
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
の
派
生
形
で
あ

る
ム
ス
リ
ムm

uslim

の
語
は
「
絶
対
的
に
帰
依
す
る
者
」
す
な
わ
ち
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の

こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
こ
れ
ら
の
呼
称
は
、
神
の
絶
対
性
を
徹
底
化
す
る
イ
ス
ラ
ム
教
の

あ
り
方
を
端
的
に
示
す
表
現
で
あ
っ
て
、
近
年
で
は
当
事
者
に
よ
る
こ
の
自
称
、
イ
ス
ラ

ム
（
イ
ス
ラ
ー
ム
（
あ
る
い
は
ム
ス
リ
ム
が
、
も
っ
ぱ
ら
流
通
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま

し
た
。
し
た
が
っ
て
、「
回
教
」
な
い
し
は
「
マ
ホ
メ
ッ
ト
教
」
は
不
適
切
な
呼
称
と
し
て
、

一
般
に
は
使
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
イ
ス
ラ
ム
教
で
は
、
神
の
絶
対
性
の
徹
底
化
の
ゆ
え
に
原
則
と
し
て
聖
俗

の
区
別
が
な
い
、
と
先
に
述
べ
ま
し
た
が
、
こ
の
点
に
関
連
し
て
二
つ
ば
か
り
、
付
け
加

え
て
お
き
ま
す
。

　

一
つ
め
は
政
教
分
離
の
問
題
で
す
。
政
治
と
宗
教
を
切
り
離
す
政
教
分
離
の
原
則
は
、

民
主
主
義
の
普
遍
的
な
原
則
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
が
、
宗
教
戦
争
に
代
表

さ
れ
る
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
の
確
執
を
契
機
と
し
て
、
近
代
西
欧
社
会

の
歴
史
的
状
況
の
な
か
で
生
み
出
さ
れ
て
き
た
発
想
で
あ
る
こ
と
は
、
第
二
章
の
「
6
近

世
以
降
の
キ
リ
ス
ト
教
」
で
も
触
れ
た
と
お
り
で
す
。
一
方
、
イ
ス
ラ
ム
社
会
で
は
現
代

で
も
、
政
治
の
プ
ロ
セ
ス
に
イ
ス
ラ
ム
教
が
積
極
的
に
関
与
す
る
場
面
が
見
ら
れ
ま
す
。

そ
の
典
型
例
は
イ
ス
ラ
ム
革
命
（1979

（
後
の
イ
ラ
ン
で
す
が
、
そ
の
よ
う
な
イ
ス
ラ
ム

社
会
の
あ
り
方
に
対
し
て
、
政
教
分
離
が
実
現
さ
れ
て
い
な
い
遅
れ
た
社
会
だ
、
と
い
う

レ
ッ
テ
ル
が
貼
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
そ
も
そ
も
絶
対
的
な
神
が
こ
の

地
上
を
す
べ
て
支
配
す
る
べ
き
だ
考
え
る
イ
ス
ラ
ム
教
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
政
治
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的
関
与
は
当
然
の
帰
結
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
具
体
的
な
政
治
プ
ロ
セ
ス
に

は
い
ろ
い
ろ
な
要
因
が
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
い
て
単
純
化
は
危
険
で
す
が
、
少
な
く
と
も

近
代
西
欧
的
な
価
値
基
準
で
一
方
的
に
イ
ス
ラ
ム
社
会
の
現
実
を
裁
断
す
る
こ
と
は
避
け

る
べ
き
で
し
ょ
う
。

　

二
つ
め
は
イ
ス
ラ
ム
研
究
に
関
連
し
ま
す
。
た
と
え
ば
私
が
学
生
の
こ
ろ
、
と
言
う
と

も
う
四
〇
年
以
上
も
前
の
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
イ
ス
ラ
ム
教
は
、
ほ
と
ん
ど

注
目
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
が
在
籍
し
て
い
た
大
学
の
宗
教
学
の
授
業
で
も
、
イ

ス
ラ
ム
教
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
ま
っ
た
く
触
れ
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
し
、
そ
も
そ
も
イ

ス
ラ
ム
教
の
研
究
自
体
、
宗
教
学
や
東
洋
史
学
の
一
部
、
あ
る
い
は
文
化
人
類
学
の
ご
く

一
部
の
地
域
研
究
の
な
か
だ
け
で
細
々
と
行
な
わ
れ
て
い
る
状
況
で
し
た
。
そ
の
後
イ
ス

ラ
ム
教
が
世
界
的
に
も
関
心
を
集
め
て
い
く
な
か
で
、
一
九
八
〇
年
代
後
半
以
降
、
日
本

に
お
け
る
イ
ス
ラ
ム
研
究
も
、
中
東
の
地
域
研
究
や
歴
史
研
究
の
み
な
ら
ず
、
経
済
学
や

政
治
学
、
さ
ら
に
は
文
学
等
も
含
め
て
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
、
視
点
か
ら
の
研
究
が
広
く
行

な
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
イ
ス
ラ
ム
関
連
の
書
籍
も
数
多
く
出
版
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た（

（
（

。
そ
の
広
が
り
は
、
イ
ス
ラ
ム
教
が
、
い
わ
ゆ
る
宗
教
と
い
う
狭
い
枠
組
み
に
収
ま

り
き
ら
ず
、
人
間
の
生
活
全
般
に
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
、
そ
の
独
自
の
性
格
に
よ
る
と

こ
ろ
が
大
き
い
と
思
い
ま
す
。
イ
ス
ラ
ム
教
研
究
と
い
う
言
い
方
よ
り
も
、
イ
ス
ラ
ム
研

究
と
い
う
言
い
方
で
一
括
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
の
も
、
こ
う
い
っ
た
研
究
の
裾
野

の
広
が
り
と
い
う
事
情
を
反
映
す
る
も
の
で
し
ょ
う
。

　

た
だ
、
こ
の
授
業
で
は
、
そ
の
よ
う
な
イ
ス
ラ
ム
の
広
が
り
の
す
べ
て
を
扱
う
こ
と
は
、

も
ち
ろ
ん
で
き
ま
せ
ん
。
あ
く
ま
で
、
そ
の
中
核
に
位
置
す
る
、
神
の
絶
対
性
を
徹
底
化

す
る
狭
義
の
宗
教
の
部
分
に
焦
点
を
当
て
て
、
イ
ス
ラ
ム
教
を
概
観
し
て
い
く
こ
と
に
な

り
ま
す（

（
（

。

⑵
イ
ス
ラ
ム
教
の
教
典

　

今
し
も
見
た
イ
ス
ラ
ム
教
の
基
本
的
特
徴
か
ら
も
窺
え
る
と
思
い
ま
す
が
、
ア
ッ
ラ
ー

の
言
葉
と
し
て
の
コ
ー
ラ
ン
の
内
容
は
、
イ
ス
ラ
ム
教
に
と
っ
て
、
最
重
要
の
意
味
を
も

っ
て
い
ま
す
。「
お
よ
そ
イ
ス
ラ
ー
ム
的
な
も
の
す
べ
て
が
『
コ
ー
ラ
ン
』
の
解
釈
学
に

ほ
か
な
ら
な
い
」（
井
筒
俊
彦
『
イ
ス
ラ
ー
ム
文
化
』
岩
波
文
庫
、1991

、p.37

（
と
い

う
言
葉
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
コ
ー
ラ
ン
こ
そ
は
イ
ス
ラ
ム
的
な
も
の
の
尽
き
せ
ぬ
源

泉
な
の
で
す
。
そ
の
内

容
に
つ
い
て
は
次
節
で

見
る
と
し
て
、
こ
こ
で

は
コ
ー
ラ
ン
の
形
式
的

な
面
に
つ
い
て
、
一
瞥

し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　

井
筒
俊
彦
が
翻
訳

し
た
『
コ
ー
ラ
ン
』

上
中
下
（
岩
波
文

庫
、1957

：
改
訳
版
、

1964

（
（
（

（
を
繙ひ

も
とい

て
み
て

も
、
こ
れ
を
読
み
通
す

の
は
か
な
り
大
変
で

す
。
旧
約
聖
書
や
新
約

聖
書
と
は
異
な
っ
て
、

全
体
を
通
じ
た
プ
ロ
ッ

ト
が
な
く
、
こ
れ
で
も

か
と
繰
り
返
さ
れ
る
神

の
讃
美
、
異
教
徒
へ
の

批
難
、
無
味
乾
燥
な
法

的
規
定
、
天
国
や
地
獄

に
つ
い
て
の
感
覚
的
な

描
写
等
々
、
ム
ス
リ
ム

で
は
な
い
私
の
よ
う
な
不
可
知
論
者
に
と
っ
て
は
、
面
白
い
と
は
と
て
も
思
え
な
い
書
物

で
す
。
け
れ
ど
も
、
ム
ス
リ
ム
に
と
っ
て
こ
の
書
は
、
き
わ
め
て
魅
力
的
か
つ
重
要
な
、

ま
さ
に
「
聖
な
る
」
書
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
る
の
で
す
。

　

ま
ず
、
コ
ー
ラ
ン
（
ク
ル
ア
ー
ンQ

u’rān

（
と
い
う
ア
ラ
ビ
ア
語
は
、「
読ど

く

誦じ
ゆ

さ
れ
る

も
の
」
す
な
わ
ち
声
を
出
し
て
読
ま
れ
る
も
の
、
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
ま
す
。
コ
ー

ラ
ン
の
内
容
は
、
ア
ッ
ラ
ー
が
二
〇
年
に
わ
た
っ
て
ム
ハ
ン
マ
ド
に
断
続
的
に
啓
示
し
た

言
葉
が
、
最
初
は
口
承
さ
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
ム
ハ
ン
マ
ド
の
死
後
、
第
三
代
カ
リ
フ

『
サ
ラ
ー
ト 

礼
拝
』

（
イ
ス
ラ
ミ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
ジ
ャ
パ
ン
、（9（9

、pp.（（f

（
よ
り



比
較
宗
教
学
講
義
Ⅲ
―
―
イ
ス
ラ
ム
教

四

の
ウ
ス
マ
ー
ン
の
時
代
（
六
五
〇
年
頃
（
に
編
集
さ
れ
て
文
字
に
起
こ
さ
れ
た
も
の
で

す
。
け
れ
ど
も
、
も
と
も
と
は
「
天
に
護
持
さ
れ
て
い
る
書
板
」
を
神
が
直
接
ア
ラ
ビ
ア

語
で
ム
ハ
ン
マ
ド
に
読
み
聞
か
せ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
よ
う
に
読
み
聞
か
せ
る

の
が
、
コ
ー
ラ
ン
の
本
来
の
あ
り
方
な
の
で
す
。
と
い
う
の
も
コ
ー
ラ
ン
の
文
体
は
完
璧

な
ア
ラ
ビ
ア
語
の
韻
文
で
、
と
て
も
人
間
業
と
は
思
わ
れ
な
い
、
そ
れ
こ
そ
が
神
の
啓
示

の
証
と
さ
れ
る
ほ
ど
の
美
し
さ
な
の
で
す
。
こ
の
た
め
、
コ
ー
ラ
ン
の
朗
読
は
一
種
の
宗

教
芸
術
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
信
仰
の
書
と
し
て
の

コ
ー
ラ
ン
は
ア
ラ
ビ
ア
語
原
典
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
、
ム
ス
リ
ム
に
は
コ
ー
ラ

ン
を
ア
ラ
ビ
ア
語
で
読
む
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
の
で
す
（
前
頁
の
図（

（
（

を
参
照
（。

　

コ
ー
ラ
ン
の
構
成
は
全
部
で
一
一
四
章
、
時
期
的
に
は
最
初
の
啓
示
を
受
け
た
と
さ

れ
る
六
一
〇
年
か
ら
六
二
二
年
ま
で
が
メ
ッ
カ
啓
示
（
全
九
〇
章
（、
六
二
二
年
か
ら

六
三
二
年
の
ム
ハ
ン
マ
ド
の
死
去
ま
で
が
メ
デ
ィ
ナ
啓
示
（
全
二
四
章
（
と
呼
ば
れ
ま
す
。

コ
ー
ラ
ン
の
な
か
で
の
配
列
と
し
て
は
、
お
お
よ
そ
啓
示
の
順
と
は
逆
に
、
メ
ッ
カ
啓
示

の
章
が
後
半
に
集
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
メ
ッ
カ
啓
示
と
メ
デ
ィ
ナ
啓
示
は
、
後
で
見
る
よ

う
に
、
ム
ハ
ン
マ
ド
が
活
動
し
て
い
た
場
所
に
よ
る
区
別
な
の
で
す
が
、
と
く
に
初
期
の

メ
ッ
カ
啓
示
は
、
終
末
の
あ
り
さ
ま
の
描
写
を
中
心
に
、
緊
迫
感
に
あ
ふ
れ
た
文
体
の
短

い
章
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
メ
デ
ィ
ナ
啓
示
で
は
、
比
較
的
落
ち
着
い
た
文

体
の
長
い
章
の
な
か
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
物
語
―
―
た
と
え
ば
モ
ー
セ
や
ア
ブ
ラ
ハ
ム
、
イ

エ
ス
等
、
ユ
ダ
ヤ
教
や
キ
リ
ス
ト
教
の
「
預
言
者
」（
イ
ス
ラ
ム
教
で
は
イ
エ
ス
も
そ
の

一
人
で
あ
る
（
が
登
場
す
る（

9
（

―
―
や
、
宗
教
的
あ
る
い
は
法
律
的
な
規
定
な
ど
が
多
く
含

ま
れ
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
の
井
筒
の
言
葉
に
も
示
さ
れ
る
と
お
り
、
コ
ー
ラ
ン
に
書
か
れ

た
内
容
は
、
ム
ス
リ
ム
に
と
っ
て
価
値
判
断
の
究
極
の
基
準
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
生
活

全
体
の
最
終
的
な
拠
り
所
と
な
る
も
の
な
の
で
す
。

　

そ
れ
で
は
次
の
節
で
、
コ
ー
ラ
ン
の
内
容
に
少
し
踏
み
込
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。

註（
1
（�

ア
ラ
ビ
ア
文
字
を
ロ
ー
マ
字
化
し
て
い
る
。

（
2
（�

イ
ス
ラ
ム
教
の
特
徴
を
こ
の
よ
う
な
形
で
示
す
も
の
と
し
て
は
、
中
村
廣
治
郎
「
イ
ス
ラ
ム

教
」（
小
口
偉
一
・
堀
一
郎
編
『
宗
教
学
辞
典
』［
東
京
大
学
出
版
会
、1973

］（
に
よ
る
規
定
、

「
イ
ス
ラ
ム
教
徒
と
は
、
コ
ー
ラ
ン
の
中
に
明
白
に
あ
る
い
は
暗
示
的
に
示
さ
れ
て
い
る
神
の

意
志
に
全
人
格
的
に
コ
ミ
ッ
ト
し
、
そ
れ
を
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
に
生
か
そ
う
と
す
る
人

の
こ
と
で
あ
る
」（
同
書
、p.21

（、
あ
る
い
は
、
井
筒
俊
彦
『
イ
ス
ラ
ー
ム
文
化
』（
岩
波
書
店
、

1981

：
岩
波
文
庫
、1991

（
の
規
定
、「
人
間
存
在
の
あ
ら
ゆ
る
局
面
を
通
じ
て
、
終
始
一
貫

し
て
『
コ
ー
ラ
ン
』
に
表
わ
れ
て
い
る
神
の
意
志
を
実
現
し
て
い
く
こ
と
、
そ
れ
が
イ
ス
ラ

ー
ム
の
見
る
宗
教
生
活
な
の
で
あ
り
ま
す
」（
同
書
、p.41

（
等
が
あ
る
。

（
3
（�

実
は
「
回
教
」
の
語
源
に
つ
い
て
は
分
ら
な
い
こ
と
が
多
い
よ
う
で
、
唐
代
に
流
入
し
て
き

た
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
こ
と
を
回
回
と
か
回
民
と
呼
ん
だ
こ
と
に
由
来
す
る
と
い
う
説
も
あ
る

（
張
承
志
『
回
教
か
ら
見
た
中
国
―
―
民
族
・
宗
教
・
国
家
』［
中
公
新
書
、1993

］（。

（
4
（
イ
ス
ラ
ム
教
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
偏
見
に
は
、
同
じ
一
神
教
に
対
す
る
近
親
憎
悪
的
な
意

識
、
あ
る
い
は
一
九
世
紀
以
降
の
植
民
地
主
義
の
残
滓
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

�

　

さ
ら
に
そ
れ
は
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
展
に
伴
っ
て
、
今
世
紀
に
入
っ
て
か
ら

と
み
に
顕
在
化
し
て
き
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
イ
ス
ラ
モ
フ
ォ
ビ
ア
（islam

ophobia

（
―
―
イ

ス
ラ
ム
嫌
悪
―
―
の
動
き
に
ま
で
連
な
る
、
根
強
い
差
別
意
識
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

（
5
（
小
杉
泰
・
林
佳
世
子
・
東
長
靖
編
『
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
研
究
マ
ニ
ュ
ア
ル
』（
名
古
屋
大
学

出
版
会
、2008

（
は
、
こ
の
よ
う
に
拡
大
す
る
イ
ス
ラ
ム
研
究
の
全
貌
を
一
望
で
き
る
、
き

わ
め
て
便
利
な
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
で
あ
る
。

（
6
（
本
章
で
は
、
こ
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
宗
教
学
的
な
イ
ス
ラ
ム
研
究
の
典
型
で
あ
る
、
中
村
廣

治
郎
『
イ
ス
ラ
ム
―
―
思
想
と
歴
史
』（
東
京
大
学
出
版
会
、1977

：
新
装
版
、2012

（
の
枠

組
み
を
軸
に
し
て
、
記
述
を
進
め
て
い
く
。
さ
ら
に
大
塚
和
夫
ほ
か
編
『
岩
波
イ
ス
ラ
ー
ム

辞
典
』（
岩
波
書
店
、2002

（
も
参
照
し
て
い
る
。

（
7
（
コ
ー
ラ
ン
に
は
井
筒
の
こ
の
翻
訳
以
後
、
数
種
類
の
邦
訳
（
た
と
え
ば
最
新
の
も
の
と
し
て

は
、
中
田
考
監
修
『
日
亜
対
訳
ク
ル
ア
ー
ン
』［
作
品
社
、2014

］（
が
あ
る
が
、
日
本
語
の

格
調
の
高
さ
と
い
う
点
で
、
井
筒
訳
を
超
え
る
も
の
は
な
い
。

（
8
（
こ
れ
は
東
京
の
イ
ス
ラ
ミ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
ジ
ャ
パ
ン
で
発
行
し
て
い
る
イ
ス
ラ
ー
ム
入
門
シ

リ
ー
ズ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
『
サ
ラ
ー
ト�

礼
拝
』（1979

（
の
一
部
だ
が
、
コ
ー
ラ
ン
の
第
一

章
が
ア
ラ
ビ
ア
語
と
の
対
訳
形
式
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
カ
タ
カ
ナ
で
ア
ラ
ビ
ア
語

の
読
み
が
記
さ
れ
て
い
る
の
も
興
味
深
い
。
こ
れ
を
声
を
出
し
て
読
む
こ
と
で
、
ア
ラ
ビ
ア

語
で
読
ん
だ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

（
9
（
後
で
見
る
よ
う
に
、
イ
ス
ラ
ム
教
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
以
来
の
一
神
教
的
伝
統
の
完
成
さ
れ
た
形

と
意
識
さ
れ
て
い
る
の
で
、
過
去
の
預
言
者
た
ち
が
登
場
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

1
コ
ー
ラ
ン
（
ク
ル
ア
ー
ン
）
の
思
想
と
規
範

　

す
で
に
見
た
よ
う
に
、
ア
ッ
ラ
ー
の
意
志
が
余
す
と
こ
ろ
な
く
示
さ
れ
た
コ
ー
ラ
ン

は
、
す
べ
て
の
ム
ス
リ
ム
に
と
っ
て
、
そ
の
生
活
の
最
終
的
な
拠
り
所
で
し
た
。
し
た
が

っ
て
そ
の
内
容
を
垣
間
見
る
こ
と
は
、
イ
ス
ラ
ム
教
全
体
の
理
解
に
と
っ
て
不
可
欠
の
作



五

人
間
科
学
部
紀
要

　
第
六
号

　
二
〇
二
三
年
三
月

業
と
言
え
ま
す
。

　

第
一
章�
開
扉
―
―
メ
ッ
カ
啓
示
、
全
七
節

　
　
　

慈
悲
ふ
か
く
慈
愛
あ
ま
ね
き
ア
ッ
ラ
ー
の
御み

な名
に
お
い
て
…
…

　
　

讃
え
あ
れ
、
ア
ッ
ラ
ー
、
万

よ
ろ
ず

世よ

の
主
、

　
　

慈
悲
ふ
か
く
慈
愛
あ
ま
ね
き
御
神
、

　
　

審さ
ば

き
の
日
［
最
後
の
審
判
の
日
］
の
主
催
者
。

　
　

汝
を
こ
そ
我
ら
は
あ
が
め
ま
つ
る
、
汝
に
こ
そ
救
い
を
求
め
ま
つ
る
。

　
　

願
わ
く
ば
我
ら
を
導
い
て
正
し
き
道
を
辿
ら
し
め
給
え
、

　
　

汝
の
御
怒
り
を
蒙
る
人
々
や
、
踏
み
ま
よ
う
人
々
の
道
で
は
な
く
、

　
　

汝
の
嘉よ

み

し
給
う
人
々
の
道
を
歩
ま
し
め
給
え
。

�

井
筒
俊
彦
訳
『
コ
ー
ラ
ン
』
上
（
岩
波
文
庫
、1964

、p.11

（

　

こ
れ
は
、
コ
ー
ラ
ン
第
一
章
の
全
文
（
三
頁
の
図
も
参
照
の
こ
と
（
で
す
が
、
ム
ス
リ

ム
が
一
日
五
回
、
聖
地
メ
ッ
カ
の
方
角
（
キ
ブ
ラ
（
に
向
か
っ
て
礼
拝
す
る
と
き
必
ず
唱

え
る
章
句
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
コ
ー
ラ
ン
の
、
し
た
が
っ
て
イ
ス
ラ
ム
教
の
エ
ッ
セ
ン
ス

が
詰
め
込
ま
れ
て
い
る
、
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
節
で
は
初
め
に
、
イ
ス
ラ
ム
教
本

来
の
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
す
る
た
め
に
、
井
筒
俊
彦
『
コ
ー
ラ
ン
を
読
む
』（
岩
波
書
店
、

1983

（
（
（

（
に
よ
り
な
が
ら
、
こ
の
「
開
扉
」
の
章
の
意
味
を
簡
単
に
解
説
し
て
お
き
ま
す
。

　

ま
ず
、「
慈
悲
ふ
か
く
慈
愛
あ
ま
ね
き
」
の
文
言
は
、
ア
ッ
ラ
ー
に
係
る
形
容
詞
と
し

て
コ
ー
ラ
ン
の
な
か
で
幾
度
と
な
く
繰
り
返
さ
れ
る
定
型
的
な
表
現
で
す
。
ア
ッ
ラ
ー
は

基
本
的
に
は
、
信
者
で
あ
れ
ば
誰
に
で
も
慈
愛
を
注
ぐ
慈
悲
深
い
神
で
あ
り
、
無
か
ら
の

世
界
の
創
造
も
、
そ
の
よ
う
な
慈
愛
に
基
づ
く
行
為
で
あ
っ
た
、
と
さ
れ
ま
す
。
イ
ス
ラ

ム
教
で
は
、
世
界
の
存
在
そ
の
も
の
が
、
そ
の
よ
う
な
神
の
恵
み
の
し
る
し
と
し
て
と
ら

え
ら
れ
る
の
で
す
。
そ
の
よ
う
に
慈
悲
深
い
神
を
讃
美
す
る
、
こ
れ
が
イ
ス
ラ
ム
教
の
基

本
的
な
精
神
で
す
。
た
と
え
ば
日
に
五
回
な
さ
れ
る
礼
拝
も
、
ま
さ
に
神
を
讃
美
す
る
た

め
に
跪

ひ
ざ
ま
ずく

行
為
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん（

（
（

。
だ
か
ら
こ
そ
、「
讃
え
あ
れ
、
ア
ッ
ラ
ー
、
万
世

の
主
」
と
述
べ
ら
れ
る
の
で
す
が
、
た
だ
、
そ
の
ア
ッ
ラ
ー
は
「
万
世
の
主
」
す
な
わ
ち

万
物
を
創
造
し
た
絶
対
的
支
配
者
で
あ
り
、
同
時
に
「
審
き
の
日
の
主
催
者
」、
つ
ま
り

世
界
の
終
末
に
お
け
る
最
後
の
審
判
の
担
い
手
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
不
信
心
者
を

厳
し
く
裁
く
畏
る
べ
き
怒
り
の
神
の
一
面
を
も
示
し
て
い
る
の
で
す
。

　

そ
の
一
方
で
、「
汝
を
こ
そ
我
ら
は
あ
が
め
ま
つ
る
」
の
「
あ
が
め
ま
つ
る
」
と
訳
さ

れ
て
い
る
言
葉
（‘budu

（
は
、
も
と
も
と
は
「
奴
隷
と
し
て
仕
え
る
」
と
い
う
意
味
の

ア
ラ
ビ
ア
語
で
し
た
。
こ
こ
で
は
ア
ッ
ラ
ー
は
絶
対
的
な
支
配
者
と
し
て
の
主
人
で
あ

り
、
人
間
は
主
人
に
ひ
た
す
ら
仕
え
る
奴
隷
な
の
で
す
。
先
に
説
明
し
た
イ
ス
ラ
ー
ム

（
神
へ
の
絶
対
的
な
帰
依
（
あ
る
い
は
ム
ス
リ
ム
（
神
に
絶
対
的
に
帰
依
す
る
者
（
と
い

う
表
現
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
主
人
と
奴
隷
と
の
関
係
を
表
わ
す
も
の
だ
っ
た
わ
け
で

す
。
そ
の
よ
う
に
絶
対
的
な
主
人
た
る
ア
ッ
ラ
ー
に
対
し
て
、
一
方
で
は
そ
の
慈
悲
深
さ

を
讃
美
し
つ
つ
、
他
方
で
は
、
正
し
い
道
に
導
い
て
救
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
ひ
た
す
ら
懇

願
す
る
、
こ
れ
が
ム
ス
リ
ム
の
基
本
的
な
姿
勢
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
少
な
く
と
も
コ
ー
ラ
ン
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ム
教
の
原
イ
メ
ー
ジ

は
、
た
と
え
ば
自
爆
テ
ロ
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
「
得
体
の
知
れ
な
い
恐
ろ
し
い
宗
教
」

と
い
っ
た
、
現
代
の
イ
ス
ラ
モ
フ
ォ
ビ
ア
（
イ
ス
ラ
ム
嫌
悪
（
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
は
い
か

に
か
け
離
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
が
実
感
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
上
で
確
認
し
た
一
章
「
開
扉
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
前
提
に
し
て
、
コ
ー
ラ
ン

の
思
想
的
内
容
を
一
瞥
し
て
み
ま
し
ょ
う（

（
（

。

　

前
節
で
も
強
調
し
た
よ
う
に
、
イ
ス
ラ
ム
教
の
大
き
な
特
徴
は
、
神
の
絶
対
性
の
徹
底

化
に
あ
り
ま
し
た
。
コ
ー
ラ
ン
全
編
い
た
る
と
こ
ろ
で
、
ア
ッ
ラ
ー
の
絶
対
性
は
強
調
さ

れ
て
い
ま
す
。
本
章
末
尾
の
資
料
の
前
半
で
は
、
そ
の
な
か
か
ら
特
徴
的
な
も
の
を
ピ
ッ

ク
ア
ッ
プ
し
て
み
ま
し
た
。
最
初
の
第
二
章
か
ら
の
引
用
で
は
「
唯
一
な
る
神
」
と
い
う

表
現
が
目
に
付
き
ま
す
。「
神
の
唯
一
性
（
タ
ウ
ヒ
ー
ドtaw

h

3īd

（」
は
イ
ス
ラ
ム
教
の

最
も
中
心
的
な
教
義
で
、
ア
ッ
ラ
ー
の
絶
対
性
の
根
幹
を
な
す
も
の
と
言
え
ま
す
。「
慈

悲
ふ
か
く
慈
愛
あ
ま
ね
き
」
唯
一
絶
対
の
神
は
、
天
地
万
物
を
、
た
だ
「
な
れ
」
と
命
ず

る
こ
と
に
よ
っ
て
（6-72

（、
た
っ
た
の
六
日
間
で
（32-4

（、
無
か
ら
創
造
す
る
（42-11

（

の
で
す
。
す
で
に
見
た
と
お
り
、
ア
ッ
ラ
ー
が
創
造
し
た
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
自
然
界
の

現
象
や
人
間
の
営
み
は
、「
神
の
徴
」（2-164

（
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
す
べ
て
の
存
在
そ

の
も
の
が
「
声
た
か
ら
か
に
」
ア
ッ
ラ
ー
を
讃
美
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
（59-24

（。
ア

ッ
ラ
ー
は
、
目
に
見
え
な
い
世
界
も
目
に
見
え
る
世
界
も
す
べ
て
知
り
尽
く
し
（6-73

（、
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す
べ
て
を
見
通
す
「
全
知
」
の
存
在
で
あ
る
と
同
時
に
、「
天
と
地
の
鍵
」
を
持
っ
て
す

べ
て
を
思
い
の
ま
ま
に
す
る
全
能
の
神
（42-12

（、
最
後
の
審
判
で
は
裁
き
を
下
す
（6-

73

（
正
義
の
神
で
も
あ
り
ま
す
。

　

次
は
最
後
の
審
判
と
来
世
で
す
。
第
八
二
章
「
裂
け
割
れ
る
」
を
見
て
く
だ
さ
い
。
こ

れ
は
初
期
の
メ
ッ
カ
啓
示
に
属
す
る
章
で
す
が
、
前
節
で
も
触
れ
た
と
お
り
、
緊
迫
し
た

文
体
で
た
た
み
か
け
る
よ
う
に
終
末
の
光
景
（
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
（
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
大

空
が
裂
け
割
れ
、
星
が
飛
び
散
り
、
海
も
大
荒
れ
に
な
る
異
様
な
光
景
の
な
か
で
、
死
者

が
墓
か
ら
復
活
し
、
最
後
の
審
判
が
始
ま
り
ま
す
。
す
べ
て
の
人
の
生
前
の
行
な
い
が
調

べ
上
げ
ら
れ
、
正
し
く
生
き
た
信
者
は
天
国
に
、
不
信
心
者
や
悪
人
は
「
火
の
竃か

ま

」
に
送

ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
こ
で
言
う
「
火
の
竃
」
と
は
、
い
わ
ゆ
る
地
獄
の
こ
と
な
の
で
す
が
、
イ
ス
ラ
ム
教

の
地
獄
は
、
ひ
た
す
ら
火
で
焼
か
れ
る
の
で
「
火
獄
」（nār

（
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。
コ
ー

ラ
ン
の
「
火
獄
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
ま
り
に
鮮
烈
で
あ
る
た
め
に
、
ム
ス
リ
ム
は
死
後
焼

か
れ
る
こ
と
を
忌
み
嫌
い
ま
す
。
一
般
に
イ
ス
ラ
ム
の
葬
法
は
土
葬
で
す
が
、
そ
れ
は
キ

リ
ス
ト
教
の
よ
う
に
、
身
体
が
焼
け
て
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
最
後
の
審
判
の
際
に
復
活

で
き
な
い
、
と
い
っ
た
理
由
か
ら
で
は
な
く
、「
火
獄
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
最
大
の
要
因
な

の
で
あ
り
、
火
葬
は
、
火
獄
に
落
ち
る
よ
う
な
重
罪
人
に
の
み
適
用
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ

る
の
で
す
。

　

話
を
も
と
に
戻
す
と
、
資
料
の
引
用
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
コ
ー
ラ
ン
に
お
け
る
天
国
の

描
写
は
、
美
味
し
い
果
物
が
食
べ
放
題
で
、
酔
う
こ
と
の
な
い
酒
の
川
が
流
れ
、
若
い
美

女
が
接
待
す
る
と
い
う
、
現
代
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
的
視
点
か
ら
見
た
ら
言
語
道
断
の
、
感

覚
的
な
描
写
が
繰
り
返
さ
れ
ま
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
最
後
の
審
判
で
振
り
分
け
ら
れ
る

来
世
（
ア
ー
ヒ
ラākhira

（
は
、
ム
ス
リ
ム
に
と
っ
て
き
わ
め
て
具
体
的
な
リ
ア
リ
テ

ィ
を
も
つ
も
の
な
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
神
の
絶
対
性
の
徹
底
化
と
い
う
イ
ス
ラ
ム
教
の
方
向
性
は
、
当
然
の
こ
と

な
が
ら
、
一
種
の
予
定
説
を
帰
結
し
ま
す
。
万
物
を
無
か
ら
創
造
し
た
ア
ッ
ラ
ー
は
、
そ

の
後
の
す
べ
て
の
成
り
行
き
を
予
定
（
カ
ダ
ルqadar

（
し
て
い
る
は
ず
で
す
。
少
し
分

り
に
く
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
本
節
の
冒
頭
で
概
説
し
た
「
開
扉
」
の
章
の
末
尾
で
、

誤
っ
た
道
で
は
な
く
正
し
い
道
に
導
く
よ
う
ア
ッ
ラ
ー
に
懇
願
す
る
の
は
、
人
の
進
む
べ

き
道
が
、
す
べ
て
神
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
か
ら
な
の
で
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
ま
っ
と

う
な
道
を
歩
む
の
か
、
道
を
踏
み
外
し
て
悪
に
手
を
染
め
て
し
ま
う
の
か
は
、
結
局
、
神

の
意
志
に
よ
る
の
で
あ
り
、
人
間
に
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
そ
の
一
方
で
、
最
後
の
審
判
に
よ
っ
て
人
々
が
天
国
と
火
獄
に
振
り
分
け

ら
れ
る
の
は
、
人
間
の
自
由
意
志
を
前
提
に
し
な
け
れ
ば
不
可
能
で
す
。
人
間
の
生
前
の

行
な
い
の
結
果
に
よ
っ
て
来
世
の
生
活
の
あ
り
方
が
決
定
さ
れ
る
の
は
、
本
人
が
生
前
の

行
な
い
を
み
ず
か
ら
の
意
志
で
選
び
取
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
言
っ
て
み
れ

ば
、
自
由
意
志
の
選
択
だ
か
ら
こ
そ
そ
の
責
任
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
、
い
わ
ゆ
る
因
果

応
報
が
成
立
し
う
る
の
で
す
。
こ
こ
で
は
予
定
説
は
意
味
を
な
し
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う

に
、
コ
ー
ラ
ン
の
記
述
自
体
が
、
一
種
の
矛
盾
を
抱
え
て
い
る
わ
け
で
、
こ
の
点
は
、
の

ち
の
イ
ス
ラ
ム
神
学
の
な
か
で
大
き
な
問
題
と
し
て
議
論
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

次
に
は
、
コ
ー
ラ
ン
に
含
ま
れ
る
行
為
上
の
規
範
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
ま
す
。
イ
ス

ラ
ム
教
で
は
、
ア
ッ
ラ
ー
に
対
す
る
行
為
規
範
す
な
わ
ち
儀
礼
上
の
規
範
を
イ
バ
ー
ダ
ー

ト‘ibādāt

、
日
常
生
活
に
お
け
る
対
人
関
係
を
規
定
す
る
倫
理
的
・
法
的
規
範
を
ム
ア

ー
マ
ラ
ー
トm

u‘ām
alāt

と
呼
ん
で
区
別
し
て
い
ま
す
が
、
い
ず
れ
も
コ
ー
ラ
ン
に
多

く
の
規
定
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
ず
は
イ
バ
ー
ダ
ー
ト
か
ら
見
て
い
き
ま
す
。
礼
拝
（
サ
ラ
ー
トs

3alāt

（
は
、
先
に

も
触
れ
た
と
お
り
、
奴
隷
た
る
人
間
が
、
創
造
主
で
あ
る
主
人
ア
ッ
ラ
ー
を
讃
美
す
る
行

為
で
す
。
の
ち
に
、
暁
・
正
午
・
午
後
・
日
没
前
・
夜
の
一
日
五
回
が
定
め
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。
ま
た
コ
ー
ラ
ン
に
は
、
金
曜
日
の
集
団
礼
拝
（62-9

（
や
、
礼
拝
の
前
の

「
浄
め
」
の
作
法
（5-6

（
に
つ
い
て
も
言
及
が
あ
り
ま
す
。
第
二
に
は
喜
捨
（
ザ
カ
ー
ト

zakāt

（
で
す
が
、
コ
ー
ラ
ン
の
な
か
で
は
、
貧
者
や
困
窮
者
、
旅
人
、
孤
児
た
ち
へ
の

喜
捨
が
繰
り
返
し
説
か
れ
、
さ
ら
に
、
改
悛
や
贖
罪
の
た
め
の
喜
捨
が
奨
め
ら
れ
て
い
ま

す
（9-103

～104

（。
そ
の
な
か
か
ら
や
が
て
「
自
由
喜
捨
」
と
「
定
め
の
喜
捨
」
が
分

化
し
、
後
者
は
の
ち
に
一
種
の
税
金
の
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
第
三
に
は
断
食
（
サ

ウ
ムs
3aw

m

（
で
す
。
イ
ス
ラ
ム
暦
（
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
＝
太
陰
暦
（
の
九
月
（
ラ
マ
ダ
ー
ン

月
（
一
ヶ
月
間
は
、
病
人
や
旅
行
者
、
妊
婦
、
高
齢
者
、
子
供
な
ど
の
弱
者
を
除
外
し
て
、

す
べ
て
の
ム
ス
リ
ム
は
日
中
、
飲
食
を
禁
じ
ら
れ
る
の
で
す
（2-183

～185

（。
第
四
に

巡
礼
（
ハ
ッ
ジh
3ajj
（
で
す
。
イ
ス
ラ
ム
暦
の
一
二
月
（
ズ
ー
ル
・
ヒ
ッ
ジ
ャ
月
（
に
行

な
わ
れ
る
メ
ッ
カ
の
カ
ア
バ
神
殿
へ
の
巡
礼
は
、
ア
ッ
ラ
ー
に
対
す
る
義
務
と
し
て
位
置
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づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
（3-96

～97

（。
こ
れ
ら
四
つ
の
行
為
規
範
に
、「
神
は
唯
一
に
し

て
、
ム
ハ
ン
マ
ド
は
神
の
使
徒
で
あ
る
」
と
い
う
信
仰
告
白
（
シ
ャ
ハ
ー
ダshahāda

（

が
加
わ
っ
て
、
八
世
紀
頃
に
は
、
ム
ス
リ
ム
が
守
ら
ね
ば
な
ら
な
い
五
つ
の
儀
礼
上
の
行

為
規
範
、
す
な
わ
ち
五
行
が
成
立
し
た
、
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

つ
い
で
に
述
べ
て
お
く
と
、
一
〇
世
紀
後
半
に
は
、
コ
ー
ラ
ン
に
記
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま

な
存
在
の
な
か
で
も
、
ア
ッ
ラ
ー
、
天
使
―
―
神
と
人
間
と
の
間
を
取
り
持
つ
存
在
。
た

と
え
ば
ム
ハ
ン
マ
ド
に
最
初
の
啓
示
を
伝
え
た
の
は
天
使
ジ
ブ
リ
ー
ル
（
ガ
ブ
リ
エ
ル
（

だ
っ
た
―
―
、
啓
典
―
―
コ
ー
ラ
ン
は
も
ち
ろ
ん
、
一
神
教
的
伝
統
に
根
差
す
旧
約
聖
書

や
新
約
聖
書
の
一
部
も
含
む
―
―
、
預
言
者
―
―
ム
ハ
ン
マ
ド
を
最
後
に
、
イ
ー
ブ
ラ
ヒ

ー
ム
（
ア
ブ
ラ
ハ
ム
（
や
ム
ー
サ
ー
（
モ
ー
セ
（、
イ
ー
サ
ー
（
イ
エ
ス
（
な
ど
―
―
、

来
世
、
予
定
の
六
種
の
存
在
を
信
じ
る
こ
と
（
六
信
（
が
、
ム
ス
リ
ム
に
と
っ
て
の
信
仰

上
の
義
務
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

次
に
は
ム
ア
ー
マ
ラ
ー
ト
で
す
。
資
料
の
第
一
七
章
を
見
て
く
だ
さ
い
。
こ
こ
で
は
さ

ま
ざ
ま
な
倫
理
的
徳
目
が
列
挙
さ
れ
て
い
ま
す
。
ざ
っ
と
ま
と
め
て
み
る
と
、
⑴
神
の
唯

一
性
の
遵
守
、
⑵
両
親
を
優
し
く
い
た
わ
る
こ
と
、
⑶
近
親
者
や
旅
行
者
・
貧
者
へ
の
喜

捨
、
⑷
浪
費
と
吝り

ん

嗇し
よ
くの

回
避
、
⑸
我
が
子
を
手
に
か
け
る
こ
と
の
禁
止
、
⑹
姦
淫
を
遠

ざ
け
る
こ
と
、
⑺
人
殺
し
の
禁
止
、
⑻
孤
児
の
財
産
を
横
領
す
る
こ
と
の
禁
止
、
⑼
量
目

測
定
の
正
確
さ
、
⑽
知
っ
た
か
ぶ
り
を
し
な
い
こ
と
、
⑾
身
の
ほ
ど
を
知
る
こ
と
、
と
い

っ
た
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。
日
常
的
な
倫
理
的
徳
目
と
い
う
こ
と
で
は
、
第
二
章
の
「
1

ユ
ダ
ヤ
教
」
で
扱
っ
た
、
モ
ー
セ
の
十
戒
に
重
な
る
部
分
も
あ
り
ま
す
。
ち
な
み
に
末
尾

に
見
え
る
「
ジ
ャ
ハ
ン
ナ
ム
」
と
い
う
言
葉
は
、
火
獄
を
示
す
ア
ラ
ビ
ア
語
の
一
つ
で
す
。

　

コ
ー
ラ
ン
に
は
、
こ
の
よ
う
な
一
般
的
な
倫
理
的
規
定
の
み
な
ら
ず
、
よ
り
分
化
し
た

法
律
的
な
規
定
も
数
多
く
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
と
く
に
婚
姻
関
係
や
離
婚
・
遺
産
相
続

等
に
関
す
る
家
族
法
や
商
法
に
近
し
い
規
定
が
目
に
付
き
ま
す
。
ま
た
、
豚
肉
等
に
関
わ

る
食
物
上
の
禁
忌
の
規
定
（5-3

（
な
ど
も
、
興
味
深
く
思
わ
れ
ま
す
。
一
般
的
に
言
え

ば
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
当
時
の
ア
ラ
ビ
ア
社
会
に
生
じ
た
個
別
の
問
題
に
対
応
す
る
形

で
、
ア
ッ
ラ
ー
か
ら
の
啓
示
に
基
づ
き
、
さ
ま
ざ
ま
な
倫
理
的
・
法
的
規
範
と
し
て
蓄
積

さ
れ
て
い
っ
た
も
の
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
し
て
後
で
見
る
よ
う
に
、
こ
の

よ
う
な
法
的
規
定
を
核
と
し
て
、
後
代
に
な
る
と
広
大
な
シ
ャ
リ
ー
アsharī‘a

（
イ
ス

ラ
ム
法
（
の
体
系
が
構
築
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

　

最
後
に
、
コ
ー
ラ
ン
で
は
ジ
ハ
ー
ド
（jihād

（
が
示
唆
さ
れ
て
い
ま
す
（2-190,193,�

9-20,�49-15�etc.

（�

。
も
と
も
と
は
神
の
た
め
の
努
力
を
意
味
し
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の

言
葉
は
イ
ス
ラ
ム
教
の
初
期
に
は
、
イ
ス
ラ
ム
の
信
仰
と
共
同
体
を
守
る
た
め
の
戦
い
、

す
な
わ
ち
「
聖
戦
」
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
後
で
見
る
よ
う
に
イ
ス
ラ

ム
共
同
体
（
ウ
ン
マ
（
が
爆
発
的
に
拡
大
し
て
い
く
の
は
、
ま
さ
に
ジ
ハ
ー
ド
の
賜
物
だ

っ
た
の
で
す
。

　

以
上
、
コ
ー
ラ
ン
に
示
さ
れ
る
思
想
と
行
為
規
範
を
簡
単
に
見
て
き
ま
し
た
が
、
イ
ス

ラ
ム
教
に
お
い
て
信
仰
は
、
ア
ッ
ラ
ー
の
恩
恵
に
対
す
る
感
謝
（
シ
ュ
ク
ルshukr

（
と
、

他
方
で
は
最
後
の
審
判
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
怒
り
の
神
へ
の
畏
れ
（
タ
ク
ワ
ー

taqw
ā

（
と
い
う
両
面
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
イ
ス
ラ
ム
教
の
信
仰
は
原
則

と
し
て
、
コ
ー
ラ
ン
に
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
儀
礼
上
の
行
為
、
あ
る
い
は
日
常
の
倫

理
的
・
法
的
規
範
に
基
づ
く
行
為
に
よ
っ
て
、
常
に
、
い
わ
ば
外
的
に
表
現
さ
れ
て
き
ま

し
た
。
言
い
換
え
れ
ば
そ
の
よ
う
な
行
為
の
積
み
重
ね
を
通
じ
て
神
の
意
志
を
実
現
し
て

い
く
こ
と
が
、
と
り
も
な
お
さ
ず
ム
ス
リ
ム
に
と
っ
て
の
生
活
で
あ
る
と
同
時
に
宗
教
で

も
あ
っ
た
の
で
す
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
イ
ス
ラ
ム
教
は
、
優
れ
て
実
践
的
な
宗
教
で
あ

る
と
言
え
ま
す
。
み
な
さ
ん
が
抱
き
が
ち
な
、
イ
ス
ラ
ム
教
で
は
戒
律
が
厳
し
い
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
も
、
遡
れ
ば
、
コ
ー
ラ
ン
に
示
さ
れ
る
こ
の
よ
う
な
実
践
的
性
格
に
ま
で
行
き

着
く
わ
け
で
す
。

註（
1
（�

本
書
は
、
岩
波
セ
ミ
ナ
ー
ブ
ッ
ク
ス
1
と
し
て
出
版
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
一
般
の
聴

衆
を
対
象
に
行
な
わ
れ
た
セ
ミ
ナ
ー
の
記
録
で
あ
り
、
コ
ー
ラ
ン
冒
頭
の
開
扉
の
章
七
節
を
、

コ
ー
ラ
ン
の
達
意
の
訳
者
で
も
あ
る
碩
学
井
筒
が
、
コ
ー
ラ
ン
全
体
を
見
通
し
つ
つ
、
七
世

紀
当
時
の
オ
リ
エ
ン
ト
の
宗
教
的
・
思
想
的
背
景
も
ふ
ま
え
な
が
ら
平
易
に
解
説
し
た
、
コ

ー
ラ
ン
の
思
想
的
入
門
と
し
て
は
い
ま
だ
右
に
出
る
も
の
の
な
い
書
物
で
あ
る
。
本
文
で
は

コ
ー
ラ
ン
は
面
白
く
な
い
と
書
い
た
が
、
井
筒
の
こ
の
本
を
読
む
こ
と
で
、
そ
の
面
白
さ
に

少
し
は
目
覚
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
イ
ス
ラ
ム
教
に
関
心
を
も
つ
人
に
は
必
読
の
一
冊
と
言

え
る
。
現
在
は
岩
波
現
代
文
庫
版
（2013

（
で
入
手
で
き
る
。

（
2
（�

も
ち
ろ
ん
、
平
伏
す
る
そ
の
姿
勢
に
は
、
す
ぐ
後
に
触
れ
る
よ
う
に
、
主
人
ア
ッ
ラ
ー
に
対

面
す
る
奴
隷
と
し
て
の
人
間
と
い
う
関
係
も
反
映
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。



比
較
宗
教
学
講
義
Ⅲ
―
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イ
ス
ラ
ム
教

八

（
3
（�

こ
の
節
の
以
下
の
記
述
は
、
主
に
、
中
村
廣
治
郎
『
イ
ス
ラ
ム
―
―
思
想
と
歴
史
』（
東
京

大
学
出
版
会
、1977

：
新
装
版
、2012

（
な
ら
び
に
井
筒
俊
彦
前
掲
書
、
さ
ら
に
大
塚
和
夫

ほ
か
編
『
岩
波
イ
ス
ラ
ー
ム
辞
典
』（
岩
波
書
店
、2002

（
に
よ
っ
て
い
る
。

2
「
最
後
の
預
言
者
」
ム
ハ
ン
マ
ド

　

さ
て
、
イ
ス
ラ
ム
教
で
は
、
ム
ハ
ン
マ
ド
は
「
最
後
の
預
言
者
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
ま
す
。
唯
一
絶
対
の
人
格
神
で
あ
る
ア
ッ
ラ
ー
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
た
び
た
び
預
言
者

を
選
び
、
啓
示
を
繰
り
返
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
預
言
者
は
、
ア
ー
ダ
ム
（
ア
ダ

ム
（、
ヌ
ー
フ
（
ノ
ア
（、
イ
ー
ブ
ラ
ヒ
ー
ム
（
ア
ブ
ラ
ハ
ム
（、
ム
ー
サ
ー
（
モ
ー
セ
（、

イ
ー
サ
ー
（
イ
エ
ス
（
な
ど
多
数
に
上
り
、
彼
ら
が
、
ユ
ダ
ヤ
教
以
来
の
一
神
教
の
伝
統

を
形
作
っ
て
き
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
イ
ス
ラ
ム
教
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
預

言
者
た
ち
は
、
ア
ッ
ラ
ー
の
言
葉
を
誤
解
し
た
り
、
こ
れ
を
ね
じ
曲
げ
て
解
釈
し
た
た
め

に
、
神
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
正
確
に
は
人
間
に
伝
わ
ら
な
か
っ
た
、
と
さ
れ
ま
す
。
要
す
る

に
、
ユ
ダ
ヤ
教
や
キ
リ
ス
ト
教
は
、
ア
ッ
ラ
ー
の
啓
示
に
部
分
的
に
応
え
る
も
の
で
は
あ

っ
て
も
、
不
完
全
な
一
神
教
に
と
ど
ま
る
ほ
か
は
な
か
っ
た
の
で
し
た
。
そ
こ
で
ア
ッ
ラ

ー
は
、
最
後
に
ム
ハ
ン
マ
ド
を
選
ん
で
、
最
終
の
決
定
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
、
こ
れ

が
コ
ー
ラ
ン
と
い
う
形
で
現
わ
れ
た
わ
け
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
ア
ッ
ラ
ー
か
ら
の
啓
示

は
ム
ハ
ン
マ
ド
以
後
に
は
あ
り
え
ず
、
ま
た
イ
ス
ラ
ム
教
こ
そ
が
、
一
神
教
的
伝
統
の
最

終
的
な
完
成
形
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
す（

（
（

。

　

で
は
、
こ
の
よ
う
な
「
最
後
の
預
言
者
」
で
あ
る
ム
ハ
ン
マ
ド
は
、
ど
の
よ
う
な
背
景

の
も
と
に
登
場
し
、
ど
の
よ
う
な
活
動
を
し
た
人
物
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か（

（
（

。

　

ア
ラ
ビ
ア
半
島
に
は
紀
元
前
八
世
紀
以
来
、
い
く
つ
か
の
王
国
が
興
亡
し
た
も
の
の
、

ム
ハ
ン
マ
ド
の
当
時
は
統
一
的
な
政
権
は
存
在
せ
ず
、
基
本
的
に
は
、
父
系
出
自
の
部
族

単
位
で
構
成
さ
れ
た
社
会
で
し
た
。
そ
こ
で
は
、
部
族
や
そ
の
下
位
区
分
と
し
て
の
氏
族

の
利
益
が
最
優
先
さ
れ
、
血
縁
に
基
づ
く
復
讐
原
理
―
―
集
団
の
構
成
員
が
危
害
を
受
け

る
と
、
危
害
を
加
え
た
相
手
へ
の
復
讐
が
他
の
構
成
員
の
義
務
と
な
る
―
―
が
最
も
重
要

な
掟
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

ア
ラ
ブ
人
は
も
と
も
と
遊
牧
民
で
し
た
が（

（
（

、
六
世
紀
以
降
、
ラ
ク
ダ
に
よ
る
隊
商
（
キ

ャ
ラ
バ
ン
（
に
従
事
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す（

（
（

。
ア
ラ
ビ
ア
半
島
の
紅
海
沿
い
の
中
ほ
ど
に

位
置
す
る
メ
ッ
カ
（
ア
ラ
ビ
ア
語
の
発
音
に
近
い
表
記
で
は
マ
ッ
カ
（
は
古
く
か
ら
の
街

で
し
た
が
、
と
く
に
こ
の
時
期
、
東
西
交
易
に
よ
る
商
業
活
動
の
中
心
地
と
し
て
、
脚
光

を
浴
び
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
こ
こ
に
は
も
と
も
と
カ
ア
バ
神
殿
が
あ
っ
て
、
ア

ラ
ビ
ア
半
島
じ
ゅ
う
の
神
々
が
祀
ら
れ（

（
（

、
巡
礼
の
聖
地
で
も
あ
り
ま
し
た
。
五
世
紀
末
以

降
、
こ
の
メ
ッ
カ
で
神
殿
の
管
理
権
と
街
の
支
配
権
を
掌
握
し
て
い
た
の
が
ク
ラ
イ
シ
ュ

族
で
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
こ
の
時
代
―
―
イ
ス
ラ
ム
教
が
ま
だ
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
意
味
で

ジ
ャ
ー
ヒ
リ
ー
ヤ
（
無
明
（
時
代
と
称
さ
れ
る
―
―
の
ア
ラ
ビ
ア
半
島
で
は
、
東
方
教
会

の
キ
リ
ス
ト
教
徒
や
ユ
ダ
ヤ
人
も
各
地
に
居
住
し
て
お
り
、
ア
ラ
ブ
の
宗
教
的
環
境
は
基

本
的
に
多
神
教
的
で
し
た
が
、
一
神
教
的
伝
統
も
広
く
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
に
、
ム
ハ
ン
マ
ド
は
登
場
し
ま
す
。

　

ム
ハ
ン
マ
ド
は
五
七
〇
年
頃
、
メ
ッ
カ
を
支
配
し
て
い
た
ク
ラ
イ
シ
ュ
族
に
属
す
る
ハ

ー
シ
ム
家
に
生
ま
れ
ま
す
が
、
幼
く
し
て
両
親
と
死
別
し
、
叔
父
の
ア
ブ
ー
・
タ
ー
リ
ブ

（?-619

（
に
育
て
ら
れ
ま
す
。
成
長
し
て
、
し
ば
し
ば
キ
ャ
ラ
バ
ン
に
も
参
加
す
る
よ
う

に
な
り
ま
す
が
、
誠
実
で
内
向
的
な
性
格
だ
っ
た
と
言
わ
れ
、「
正
直
者
」
と
い
う
あ
だ

名
が
付
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
二
五
歳
の
と
き
、
四
〇
歳
の
裕
福
で
美
し
い
未
亡
人
、
ハ

デ
ィ
ー
ジ
ャ
（?-619

（
と
結
婚
。
こ
の
頃
か
ら
、
メ
ッ
カ
近
郊
に
あ
る
ヒ
ラ
ー
山
の
洞

窟
で
瞑
想
に
ふ
け
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

六
一
〇
年
、
ム
ハ
ン
マ
ド
が
四
〇
歳
の
頃
、
例
に
よ
っ
て
洞
窟
の
な
か
で
瞑
想
し
て
い

る
と
天
使
ジ
ブ
リ
ー
ル
（
ガ
ブ
リ
エ
ル
（
が
現
わ
れ
、
巻
物
を
差
出
し
て
「
誦
め
」
と
命

じ
ま
す
（
コ
ー
ラ
ン96-1

～5

（。
驚
い
た
ム
ハ
ン
マ
ド
は
、
恐
怖
の
あ
ま
り
駆
け
戻
っ

て
ハ
デ
ィ
ー
ジ
ャ
の
ひ
ざ
に
す
が
り
つ
い
て
震
え
て
い
た
、
と
伝
え
ら
れ
ま
す
。
当
時
、

ア
ラ
ビ
ア
の
沙
漠
を
徘
徊
す
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
ジ
ン
（
悪
霊
（
に
取
り
憑
か
れ
た
の

で
は
な
い
か
、
と
思
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
た
び
重
な
る
啓
示
体
験
に
よ
っ
て
、
ム
ハ
ン

マ
ド
は
つ
い
に
、
自
分
が
ア
ッ
ラ
ー
に
選
ば
れ
た
預
言
者
で
あ
る
と
自
覚
す
る
よ
う
に
な

り
、
近
親
者
を
中
心
に
神
の
啓
示
を
伝
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

ハ
デ
ィ
ー
ジ
ャ
を
は
じ
め
と
し
て
、
ム
ハ
ン
マ
ド
に
下
っ
た
啓
示
を
信
じ
る
人
間
も

徐
々
に
増
え
て
き
ま
し
た
―
―
そ
こ
に
は
た
と
え
ば
、
後
に
カ
リ
フ
（
ム
ハ
ン
マ
ド
の
後

継
者
（
と
な
る
ア
ブ
ー
・
バ
ク
ル
（573?-634

（、
ウ
マ
ル
（592-644

（、
ア
リ
ー
（?-661

（

ら
も
含
ま
れ
る
―
―
が
、
周
囲
の
反
応
は
総
じ
て
冷
や
や
か
な
も
の
で
あ
り
、
や
が
て
伝
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二
〇
二
三
年
三
月

統
的
な
多
神
教
の
あ
り
方
を
否
定
す
る
教
え
と
し
て
、
迫
害
の
対
象
に
な
っ
て
い
き
ま

す
。
ハ
デ
ィ
ー
ジ
ャ
と
ア
ブ
ー
・
タ
ー
リ
ブ
が
六
一
九
年
に
相
次
い
で
亡
く
な
る
と
、
庇

護
者
を
失
な
っ
た
ム
ハ
ン
マ
ド
は
い
っ
そ
う
窮
地
に
立
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す（

（
（

。

　

六
二
〇
年
、
た
ま
た
ま
ヤ
ス
リ
ブ
（
後
の
メ
デ
ィ
ナ
（
か
ら
メ
ッ
カ
に
巡
礼
に
来
て
い

た
何
人
か
の
ア
ラ
ブ
人
が
、
ム
ハ
ン
マ
ド
の
教
え
に
触
れ
て
入
信
し
、
当
時
ヤ
ス
リ
ブ
で

生
じ
て
い
た
部
族
間
の
争
い
の
調
停
役
を
依
頼
し
ま
す
。
こ
れ
に
応
じ
て
ム
ハ
ン
マ
ド
は

六
二
二
年
九
月
、
ヤ
ス
リ
ブ
に
移
住
―
―
ヒ
ジ
ュ
ラ
（
聖
遷
（
―
―
し（

（
（

、
い
わ
ゆ
る
メ
デ

ィ
ナ
憲
章
を
示
し
て
、
紛
争
を
調
停
し
ま
す
。
こ
の
憲
章
で
は
、
ヤ
ス
リ
ブ
の
信
者
と
メ

ッ
カ
か
ら
ム
ハ
ン
マ
ド
に
同
行
し
た
信
者
そ
れ
ぞ
れ
約
一
〇
〇
人
ず
つ
で
一
つ
の
ウ
ン
マ

（um
m
a

（
を
構
成
す
る
こ
と
が
宣
言
さ
れ
ま
す
。

　

ウ
ン
マ
と
は
イ
ス
ラ
ム
共
同
体
の
こ
と
で
す
が
、
要
す
る
に
コ
ー
ラ
ン
に
示
さ
れ
る
イ

ス
ラ
ム
的
な
生
活
様
式
を
共
有
し
、
宗
教
的
で
あ
る
と
同
時
に
政
治
的
な
性
格
も
備
え
た

共
同
体
な
の
で
す
。
そ
れ
ま
で
の
ア
ラ
ブ
社
会
は
、
も
っ
ぱ
ら
血
縁
に
よ
る
部
族
的
な
結

合
と
復
讐
原
理
に
基
づ
い
て
構
成
さ
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
こ
こ
に
、
唯
一
絶
対
の
人
格

神
ア
ッ
ラ
ー
の
前
に
平
等
な
諸
個
人
が
、
た
だ
ア
ッ
ラ
ー
へ
の
信
仰
の
み
に
基
づ
い
て
結

び
つ
く
、
ま
っ
た
く
新
た
な
タ
イ
プ
の
共
同
体
が
誕
生
し
た
の
で
す（

（
（

。
こ
の
ウ
ン
マ
の
な

か
で
、
ム
ス
リ
ム
た
ち
は
、
ア
ッ
ラ
ー
の
意
志
の
実
現
を
目
指
し
、
イ
ス
ラ
ム
的
な
生
活

様
式
を
積
極
的
に
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
独
自
の
イ
ス
ラ
ム
共

同
体
と
し
て
の
ウ
ン
マ
が
成
立
し
た
こ
と
を
も
っ
て
、
イ
ス
ラ
ム
教
で
は
、
こ
の
ヒ
ジ
ュ

ラ
の
年
が
イ
ス
ラ
ム
暦
元
年
と
さ
れ
る
の
で
す（

9
（

。

　

こ
う
し
て
ヒ
ジ
ュ
ラ
に
よ
っ
て
ウ
ン
マ
が
成
立
し
た
も
の
の
、
ム
ハ
ン
マ
ド
た
ち
を
迫

害
し
て
き
た
メ
ッ
カ
の
勢
力
と
の
確
執
は
そ
の
後
も
続
き
ま
す
。
た
と
え
ば
六
二
四
年
の

バ
ド
ル
の
戦
い
で
は
メ
デ
ィ
ナ
側
が
勝
利
を
収
め
ま
す
が
、
六
二
五
年
の
ウ
フ
ド
の
戦
い

で
は
ム
ハ
ン
マ
ド
自
身
が
傷
を
負
い
、
メ
ッ
カ
側
の
優
勢
に
終
わ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

一
進
一
退
の
攻
防
の
過
程
で
、
ム
ハ
ン
マ
ド
は
、
そ
の
軍
事
的
・
政
治
的
な
指
導
力
を
い

か
ん
な
く
発
揮
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す（

10
（

。
六
二
七
年
、「
塹ざ

ん

壕ご
う

の
戦
い
」
と
呼
ば
れ

る
、
メ
ッ
カ
軍
に
よ
る
メ
デ
ィ
ナ
包
囲
戦
が
失
敗
に
終
わ
り
、
つ
い
に
六
三
〇
年
、
ム
ハ

ン
マ
ド
は
メ
ッ
カ
へ
の
入
城
を
果
た
し
ま
す
。
彼
は
、
カ
ア
バ
神
殿
の
内
外
に
安
置
さ
れ

て
い
た
三
〇
〇
体
を
超
え
る
偶
像
を
す
べ
て
破
壊
し
、
つ
い
に
は
ア
ラ
ビ
ア
半
島
西
部
の

部
族
の
大
半
が
イ
ス
ラ
ム
教
を
受
け
入
れ
る
に
至
る
の
で
す
。
ウ
ン
マ
の
拡
大
を
目
の
当

た
り
に
し
た
ム
ハ
ン
マ
ド
は
、
メ
デ
ィ
ナ
に
活
動
の
拠
点
を
置
い
た
ま
ま
、
六
三
二
年
六

月
、
高
熱
に
倒
れ
、
愛
妻
ア
ー
イ
シ
ャ
に
看
取
ら
れ
な
が
ら
こ
の
世
を
去
り
ま
す
。

註（
1
（�

こ
の
点
は
、「
0
基
本
的
特
徴
と
教
典
」
の
註
⑼
で
も
簡
単
に
触
れ
て
い
る
。
ま
た
、
実
際

の
と
こ
ろ
コ
ー
ラ
ン
に
は
、
旧
約
聖
書
や
新
約
聖
書
の
記
述
を
題
材
と
し
た
箇
所
が
数
多
く

見
出
さ
れ
、
西
欧
の
研
究
者
の
な
か
に
は
、
そ
れ
ら
の
記
述
を
情
報
源
に
ム
ハ
ン
マ
ド
が
コ

ー
ラ
ン
の
内
容
を
創
作
し
た
と
考
え
る
者
も
多
い
（
た
と
え
ば
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ベ
ル
［
医

王
秀
行
訳
］『
コ
ー
ラ
ン
入
門
』［
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、2003

：
原
著
、1953

］。
も
っ
と
も
、

本
書
の
詳
細
な
文
献
学
的
議
論
は
、
コ
ー
ラ
ン
を
理
解
す
る
上
で
現
在
で
も
き
わ
め
て
有
益

な
の
だ
が
（。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
説
明
し
た
よ
う
に
、
イ
ス
ラ
ム
教
の
立
場
か
ら
見
れ

ば
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
旧
約
・
新
約
聖
書
に
見
ら
れ
る
偏
っ
た
啓
示
を
も
ふ
ま
え
な
が
ら
、

真
正
の
啓
示
が
ム
ハ
ン
マ
ド
に
は
下
さ
れ
、
そ
れ
が
コ
ー
ラ
ン
と
し
て
現
わ
れ
た
、
と
い
う

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
同
様
の
関
係
は
、
あ
る
意
味
で
は
キ
リ
ス
ト
教
の
新
約
聖
書
の
記

述
と
ユ
ダ
ヤ
教
の
タ
ナ
ハ
の
記
述
と
の
あ
い
だ
に
も
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。

（
2
（�

こ
の
節
の
以
下
の
記
述
は
、
主
に
、
中
村
廣
治
郎
『
イ
ス
ラ
ム
―
―
思
想
と
歴
史
』（
東
京

大
学
出
版
会
、1977

：
新
装
版
、2012

（、
佐
藤
次
高
編
『
宗
教
の
世
界
史
11�

イ
ス
ラ
ー
ム

の
歴
史
1
―
―
イ
ス
ラ
ー
ム
の
創
始
と
展
開
』（
山
川
出
版
社
、2010

（、
さ
ら
に
大
塚
和
夫

ほ
か
編
『
岩
波
イ
ス
ラ
ー
ム
辞
典
』（
岩
波
書
店
、2002

（
に
よ
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
中

村
廣
治
郎
の
主
張
は
、
彼
の
『
イ
ス
ラ
ム
教
入
門
』（
岩
波
新
書
、1998

（
の
な
か
で
、
よ
り

コ
ン
パ
ク
ト
な
形
で
提
示
さ
れ
て
い
る
。

（
3
（�

も
っ
と
も
、
一
部
の
オ
ア
シ
ス
で
は
古
く
か
ら
ナ
ツ
メ
ヤ
シ
を
中
心
と
し
た
農
業
も
行
な
わ

れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
メ
ッ
カ
の
北
約
三
五
〇
キ
ロ
に
位
置
す
る
ヤ
ス
リ
ブ
（
後
の
メ
デ
ィ

ナ
、
ア
ラ
ビ
ア
語
の
発
音
に
近
い
表
記
で
は
マ
デ
ィ
ー
ナ
（
な
ど
は
、
そ
の
よ
う
な
農
村
地

帯
で
あ
っ
た
。

（
4
（�

六
世
紀
半
ば
、
東
ロ
ー
マ
帝
国
と
サ
サ
ン
朝
ペ
ル
シ
ア
と
の
抗
争
を
避
け
て
、
東
西
の
交
易

路
は
、
イ
ン
ド
洋
か
ら
ア
ラ
ビ
ア
半
島
南
部
ま
で
海
路
を
迂
回
し
、
そ
こ
か
ら
ア
ラ
ビ
ア
半

島
を
陸
路
北
上
す
る
ル
ー
ト
が
主
流
と
な
っ
て
い
た
。

（
5
（�

カ
ア
バ
（K

a‘ba

（
は
立
方
体
を
意
味
す
る
ア
ラ
ビ
ア
語
で
、
実
際
に
カ
ア
バ
神
殿
は
立
方

形
の
石
造
り
の
建
物
で
あ
る
。
多
数
の
神
々
と
と
も
に
、
そ
の
最
高
神
と
し
て
祀
ら
れ
て
い

た
の
が
ア
ッ
ラ
ー
で
あ
り
、
コ
ー
ラ
ン
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
カ
ア
バ
神
殿
を
建
て
た
の
は
、

イ
ー
ブ
ラ
ヒ
ー
ム
（
ア
ブ
ラ
ハ
ム
（
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（2-125

～127

（。
そ
の
ア
ッ
ラ
ー

が
、
唯
一
絶
対
の
人
格
神
と
し
て
、
ム
ハ
ン
マ
ド
に
新
た
な
啓
示
を
下
し
た
わ
け
で
あ
る
。

（
6
（�「
0
基
本
的
特
徴
と
教
典
」
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
コ
ー
ラ
ン
の
メ
ッ
カ
啓
示
で
は
、
終
末

の
あ
り
さ
ま
の
描
写
を
中
心
に
、
緊
迫
感
に
あ
ふ
れ
た
文
体
の
短
い
章
が
多
か
っ
た
の
は
、



比
較
宗
教
学
講
義
Ⅲ
―
―
イ
ス
ラ
ム
教

一
〇

こ
の
よ
う
な
危
機
的
状
況
に
対
応
す
る
も
の
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

（
7
（�
ヤ
ス
リ
ブ
は
、
こ
の
後
、「
預
言
者
の
マ
デ
ィ
ー
ナ
（
街
（M

adīna�al-N
abī

」
と
呼
ば
れ
る

よ
う
に
な
る
。
メ
デ
ィ
ナ
は
、
ア
ラ
ビ
ア
語
の
マ
デ
ィ
ー
ナ
が
転
訛
し
た
欧
米
語
の
呼
称
で

あ
る
。

（
8
（�

こ
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
実
存
的
な
神
人
関
係
に
基
づ
く
新
た
な
社
会
関
係
の
登
場
は
、
従
来
、

イ
ス
ラ
ム
教
が
普
遍
的
な
世
界
宗
教
へ
の
道
を
歩
ん
で
い
く
第
一
歩
と
し
て
、
き
わ
め
て
画

期
的
な
出
来
事
と
み
な
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
、
た
と
え
ば
、
モ
ン
ゴ
メ
リ
ー
・
ワ
ッ
ト
（
牧

野
信
也
ほ
か
訳
（『
ム
ハ
ン
マ
ド
―
―
預
言
者
と
政
治
家
』（
み
す
ず
書
房
、1970

：
原
著
、

1961

（
や
、
井
筒
俊
彦
『
コ
ー
ラ
ン
を
読
む
』（
岩
波
書
店
、1983

（
に
も
見
ら
れ
る
、
ほ
と

ん
ど
古
典
的
と
言
っ
て
よ
い
定
説
で
あ
る
。

�

　

と
こ
ろ
が
近
年
、
む
し
ろ
当
時
の
ア
ラ
ブ
社
会
が
、
実
は
も
と
も
と
自
立
し
た
諸
個
人
の

集
合
だ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
イ
ス
ラ
ム
教
の
神
人
関
係
は
そ
の
反
映
に
す
ぎ
な
い
、
と
す
る

新
た
な
仮
説
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
後
藤
明
「
ム
ハ
ン
マ
ド
の
生
涯
と

イ
ス
ラ
ー
ム
」（
佐
藤
次
高
編
『
宗
教
の
世
界
史
11�

イ
ス
ラ
ー
ム
の
歴
史
1
―
―
イ
ス
ラ
ー
ム

の
創
始
と
展
開
』［
山
川
出
版
社
、2010

］
第
二
章
（、
後
藤
明
『
ム
ハ
ン
マ
ド
時
代
の
ア
ラ

ブ
社
会
』（
山
川
世
界
史
リ
ブ
レ
ッ
ト100

、2014
（
等
を
参
照
の
こ
と
。
後
藤
は
、「
近
代
の

学
問
は
、
自
立
し
た
個
人
と
は
近
代
西
欧
に
特
有
な
存
在
で
、
七
世
紀
の
ア
ラ
ビ
ア
に
い
た

わ
け
が
な
い
と
思
い
込
ん
で
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
な
ん
ら
か
の
長
に
統
率
さ
れ
た
部
族
な
り

氏
族
の
存
在
を
想
定
し
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
傲
慢
に
も
と
づ
く
誤
解
な
の
で
あ
る
」（
後
藤
『
ム

ハ
ン
マ
ド
時
代
の
ア
ラ
ブ
社
会
』、p.39

（
と
し
て
従
来
の
説
を
批
判
し
、
コ
ー
ラ
ン
の
最
後

の
審
判
の
描
写
に
つ
い
て
も
、「
人
間
は
そ
れ
ぞ
れ
自
立
し
た
単
位
と
し
て
神
と
対
面
し
、
裁

か
れ
る
。
メ
ッ
カ
で
は
人
は
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
た
証
左
で
あ
る
」（
同
書
、

p.38

（
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
後
藤
は
、
当
時
の
ア
ラ
ブ
社
会
の
伝
承
を
丹
念
に
辿
る
こ
と
で

こ
の
よ
う
な
結
論
に
到
達
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
大
胆
な
仮
説
の
真
偽
の
ほ
ど
は
、
イ
ス

ラ
ム
史
の
専
門
家
に
よ
る
今
後
の
検
討
に
俟
つ
し
か
な
い
。

（
9
（�

ち
な
み
に
イ
ス
ラ
ム
（
ヒ
ジ
ュ
ラ
（
暦
は
太
陰
暦
で
、
現
在
（
二
〇
二
〇
年
七
月
一
二
日
（

は
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
で
は
一
四
四
一
年
一
一
月
一
二
日
に
相
当
す
る
。

（
⑽
（�「
0
基
本
的
特
徴
と
教
典
」
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
コ
ー
ラ
ン
の
メ
デ
ィ
ナ
啓
示
に
は
、
比

較
的
落
ち
着
い
た
文
体
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
的
あ
る
い
は
法
律
的
規
定
が
多
く
含
ま
れ
る

の
だ
が
、
こ
れ
は
、
ム
ハ
ン
マ
ド
の
こ
の
よ
う
な
政
治
的
・
軍
事
的
指
導
力
が
発
揮
さ
れ
る

状
況
に
対
応
す
る
も
の
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

3
古
典
的
イ
ス
ラ
ム

　

さ
て
、
ム
ハ
ン
マ
ド
の
死
後
、
ア
ラ
ブ
の
い
く
つ
か
の
部
族
は
ウ
ン
マ
か
ら
離
脱
（
リ

ッ
ダ
（
し
よ
う
と
し
て
、
混
乱
が
続
き
ま
す
が
、
ム
ハ
ン
マ
ド
の
後
を
継
い
で
ウ
ン
マ
の

指
導
者
カ
リ
フ（

（
（

と
な
っ
た
ア
ブ
ー
・
バ
ク
ル
（573?-634

（
に
よ
っ
て
危
機
を
脱
し
た
後

は
、「
ア
ラ
ブ
の
大
征
服
」
と
も
称
さ
れ
る
よ
う
に
、
対
外
的
な
遠
征
（
ジ
ハ
ー
ド
（
を

繰
り
返
す
な
か
で
、
ウ
ン
マ
は
急
速
に
拡
大
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
基
本
的
に

は
、
メ
デ
ィ
ナ
憲
章
か
ら
出
発
し
た
一
つ
の
ウ
ン
マ
が
空
間
的
に
も
内
容
的
に
も
展
開
し

て
イ
ス
ラ
ム
が
広
が
っ
て
い
く
時
期
を
、
一
般
に
古
典
的
イ
ス
ラ
ム
と
称
し
て
い
ま
す
。

時
代
的
に
は
、
一
三
世
紀
の
半
ば
ま
で
が
こ
れ
に
当
た
り
ま
す
。
以
下
、
ま
ず
は
古
典
的

イ
ス
ラ
ム
の
全
体
的
な
経
過
を
簡
単
に
辿
っ
て
お
き
ま
す
。
そ
れ
は
通
常
、
⒜
正
統
カ
リ

フ
時
代
、
⒝
ウ
マ
イ
ヤ
朝
、
⒞
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
の
三
期
に
分
け
ら
れ
ま
す（

（
（

。

⑴
ウ
ン
マ
の
歴
史
的
展
開

⒜
正
統
カ
リ
フ
時
代 （632-661

（

　

先
に
も
見
た
よ
う
に
、
ウ
ン
マ
は
カ
リ
フ
を
指
導
者
と
し
て
、
種
々
の
制
度
と
行
政
機

構
が
備
わ
っ
た
、
一
種
の
国
家
と
し
て
発
展
し
て
い
き
ま
す
。
正
統
カ
リ
フ
と
は
、
ウ
ン

マ
の
合
意
の
も
と
に
正
統
な
手
続
き
を
経
て
カ
リ
フ
と
な
っ
た
と
い
う
意
味
で
、
初
代
カ

リ
フ
の
ア
ブ
ー
・
バ
ク
ル
（
在
位632-34

（、
二
代
ウ
マ
ル
（
在
位634-44

（、
三
代
ウ
ス

マ
ー
ン
（
在
位644-56

（、
四
代
ア
リ
ー
（
在
位656-61

（
の
四
人
が
こ
れ
に
該
当
し
ま

す
。
四
人
は
い
ず
れ
も
、
ム
ハ
ン
マ
ド
が
啓
示
を
受
け
た
最
初
期
か
ら
の
熱
心
な
信
者
で

し
た
。

　

さ
て
、
こ
の
正
統
カ
リ
フ
時
代
に
、
ウ
ン
マ
の
領
域
は
飛
躍
的
に
拡
大
し
ま
す
。
次
頁

「
イ
ス
ラ
ム
の
地
域
的
拡
大
」
の
図
を
見
て
く
だ
さ
い
。
❶
の
地
図
が
正
統
カ
リ
フ
時
代

ま
で
の
領
土
の
拡
大
を
示
し
て
い
ま
す
。
ム
ハ
ン
マ
ド
の
最
晩
年
は
ア
ラ
ビ
ア
半
島
の
西

半
分
ま
で
で
あ
っ
た
ウ
ン
マ
の
領
域
が
、
三
代
ウ
ス
マ
ー
ン
の
時
代
に
は
東
は
現
在
の
イ

ラ
ン
、
西
は
北
ア
フ
リ
カ
の
現
在
の
チ
ュ
ニ
ジ
ア
辺
り
ま
で
、
当
時
の
サ
サ
ン
朝
ペ
ル
シ

ア
や
東
ロ
ー
マ
帝
国
（
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ン
帝
国
（
の
領
土
を
侵
食
し
、
わ
ず
か
三
〇
年
足
ら

ず
の
あ
い
だ
に
ま
さ
に
膨
張
し
て
い
っ
た
こ
と
が
分
り
ま
す
。

　

一
方
で
、
一
二
頁
の
「
ム
ハ
ン
マ
ド
関
連
系
図
」
を
見
て
く
だ
さ
い
。
そ
れ
ま
で
の
血

縁
関
係
に
基
づ
く
社
会
結
合
と
は
異
な
っ
て
、
神
の
前
に
平
等
な
人
間
の
信
仰
に
よ
る
結

合
を
理
念
と
す
る
イ
ス
ラ
ム
教
で
す
が
、
し
か
し
四
人
の
正
統
カ
リ
フ
を
見
て
も
、
ム
ハ

ン
マ
ド
を
中
心
と
し
た
血
縁
な
い
し
は
姻
戚
関
係
で
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
が
分
り
ま
す
。

初
代
カ
リ
フ
の
ア
ブ
ー
・
バ
ク
ル
の
娘
ア
ー
イ
シ
ャ
（613-78

（
は
ム
ハ
ン
マ
ド
の
三



一
一

人
間
科
学
部
紀
要

　
第
六
号

　
二
〇
二
三
年
三
月

フ
ス
タ
ート
（
カ
イ
ロ
）

64
2建
設

67
0建
設

カ
イ
ラ
ワ
ー
ン

カ
ル
タ
ゴ

ジ
ブ
ラ
ル
タ
ル

ク
ラ
ナ
ダ

63
0

64
1

63
1

71
5

71
3

71
3

71
2

76
9

71
1

64
4

64
2

64
3

63
7
ヒ
ム
ス

64
5―
6

64
5 ―
6

64
5 ―
6

64
2

64
1 63
6

63
5 タ
ブ
ー
ク

ダ
マ
ス
ク
ス

❶ ❶

❶❶

❹❹

❶❶

❹ ❹❹ ❹

❷❷

❷❷

❺ ❺❽❽

❾ ❾

❷ ❷
❼❼

❻ ❻

❽❽
❽❽

❼❼
❻ ❻

❸❸

❷❷
❷ ❷

❷❷

❺❺

❸ ❸❸ ❸

メ
デ
ィ
ナ

ヒ
ジ
ュ
ル

ジ
ー
ル
ス
ト
65
0

ス
ハ
ー
ル
63
3

シ
ー
ラ
ー
ズ

イ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン

バ
ス
ラ

ク
ー
フ
ァ

ハ
マ
ダ
ー
ン

テ
ィ
フ
リ
ス

ド
ゥ
イ
ン

ビ
ト
ゥ
リ
ス

エ
ル
ズ
ル
ム

グ
ル
ジ
ア

モ
ー
ス
ル

ア
ル
ダ
ビ
ー
ル

カ
イ
ラ
ワ
ー
ン

メッ
カ
63
0

エ
ル
サ
レ
ム
63
8

レ
イ
65
0

コ
ム

65
1ニ
ー
シ
ャ
ー
プ
ー
ル

サ
ナ
ー

バ
ド
ル
の
戦
62
4

ウ
フ
ド
の
戦
62
5

ニ
ハ
ー
ワ
ンド
の
戦

カ
ー
デ
ィ

シ
ー
ヤ
の
戦

ア
ク
ラ
バ
の
戦

ア
ム
・
ダ
リ
ヤ

シ
ル
・
ダ
リ
ヤ

ア
ラ
ル
海

イ
ン
ダ
ス
川

エ
ジ
プ
ト

（
ミ
ス
ル
）

エ
ジ
プ
ト

（
ミ
ス
ル
）

フ
ス
タ
ート

（
カ
イ
ロ
）

ダ
マ
ス
ク
ス メ
デ
ィ
ナ

シ
ー
ラ
ー
ズ

イ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン

タ
バ
リ
ス
タ
ー
ン
ホ
ラ
ー
サ
ー
ン

ジ
ュ
ル
ジ
ャ
ー
ン

ホ
ラ
ズ
ム
マ
ー・
ワ
ラ
ー・

　ア
ン
ナ
フ
ル

フ
ェ
ル
ガ
ー
ナ

シ
ー
ジ
ス
タ
ー
ン

マ
ク
ラ
ー
ン

マ
ン
ス
ー
ラ

フ
ァ
ー
ル
ス ケ
ル
マ
ー
ン

バ
ス
ラ

ク
ー
フ
ァ

メ
ッ
カ

エ
ル
サ
レ
ム

ト
レ
ム
セ
ン

セ
ビ
リ
ャト
レ
ド コ
ル
ド
バ

サ
ラ
ゴ
ー
サ

バ
レ
ン
シ
ア

レ
イ

タ
ブ
リ
ー
ズ

サ
ナ
ー

イ
フ
リ
キ
ー
ヤ

バ
フ
ラ
イ
ン

ヒ
ジ
ャ
ー
ズ
ヤ
マ
ー
マ

ジ
ャ
ジ
ー
ラ

ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャン

グ
ル
ジ
ア

ア
ル
メ
ニ
ア

オ
マ
ー
ン

ハ
ド
ラ
マ
ウ
ト

イ
エ
メ
ン

（
ヤ
マ
ン
）

ニ
ー
シ
ャ
ー
プ
ー
ル

サ
マ
ル
カ
ン
ド

タ
シ
ュ
ケ
ン
ト

ブ
ハ
ー
ラ
ー

メ
ル
ブ

バ
ル
フ

ヘ
ラ
ー
ト

カ
ー
ブ
ル

カ
ン
ダ
ハ
ー
ル

ム
ル
タ
ー
ン

セ
ウ
タ

71
1

カ
ル
タ
ゴ

コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル

コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル

日 本 イ ス ラ ム 協 会 監 修 『 イ ス ラ ム 事 典 』 （ 平 凡 社 、（9（（ 、pp.（（（f. （ よ り



比
較
宗
教
学
講
義
Ⅲ
―
―
イ
ス
ラ
ム
教

一
二

番
目
の
妻（

（
（

で
す
し
、
二
代
ウ
マ
ル
の
娘
ハ
フ
サ
（605?-65

（
は
四
番
目
の
妻
で
す
。

三
代
ウ
ス
マ
ー
ン
は
ム
ハ
ン
マ
ド
の
娘
婿
、
ム
ハ
ン
マ
ド
の
養
子
同
然
に
育
っ
た
四

代
ア
リ
ー
は
、
ム
ハ
ン
マ
ド
の
従
兄
弟
で
あ
る
と
同
時
に
娘
婿
で
も
あ
り
ま
し
た
。

後
に
カ
リ
フ
位
が
世
襲
さ
れ
る
こ
と
も
相
俟
っ
て
、
結
局
の
と
こ
ろ
イ
ス
ラ
ム
教
は

血
縁
関
係
の
く
び
き
か
ら
完
全
に
脱
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
評
す
る
こ
と
も

で
き
る
で
し
ょ
う
。

⒝
ウ
マ
イ
ヤ
朝
（661-750

（

　

暗
殺
さ
れ
た
正
統
カ
リ
フ
三
代
ウ
ス
マ
ー
ン
―
―
ウ
マ
イ
ヤ
家
出
身
―
―
の
後
継

を
ア
リ
ー
と
争
っ
た
ウ
マ
イ
ヤ
家
の
ム
ア
ー
ウ
ィ
ヤ
（?-680

（
は
、
ハ
ワ
ー
リ
ジ

ュ
派
に
よ
る
ア
リ
ー
の
暗
殺
後
、
六
六
一
年
、
シ
リ
ア
の
ダ
マ
ス
カ
ス
で
カ
リ
フ
位

に
就
き
ま
す
（
在
位661-80

（。
そ
の
後
カ
リ
フ
位
は
代
々
ウ
マ
イ
ヤ
家
に
よ
っ
て

世
襲
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
（
上
の
「
ム
ハ
ン
マ
ド
関
連
系
図
」
を
参
照
の
こ

と
（。
こ
の
ウ
マ
イ
ヤ
朝
期
に
も
、
ウ
ン
マ
は
さ
ら
に
拡
大
を
続
け
、
東
は
イ
ン
ド

西
北
部
か
ら
中
央
ア
ジ
ア
、
西
は
現
在
の
モ
ロ
ッ
コ
か
ら
ジ
ブ
ラ
タ
ル
海
峡
を
越
え

て
ス
ペ
イ
ン
に
ま
で
広
が
る
こ
と
に
な
り
ま
す
（
前
頁
「
イ
ス
ラ
ム
の
地
域
的
拡
大
」

図
の
❷
を
参
照
の
こ
と
（。

⒞
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
（750-1258

（

　

当
初
ム
ハ
ン
マ
ド
に
敵
対
し
た
ウ
マ
イ
ヤ
家
の
系
統
か
ら
で
は
な
く
、
ム
ハ
ン
マ

ド
の
家
系
（
ハ
ー
シ
ム
家
の
一
族
（
か
ら
カ
リ
フ
を
出
そ
う
と
す
る
動
き
が
、
八
世

紀
後
半
、
と
く
に
ホ
ラ
ー
サ
ー
ン
地
方
（
現
在
の
イ
ラ
ン
北
東
部
（
を
中
心
に
広
が

り
、
ア
ッ
バ
ー
ス
家
の
サ
ッ
フ
ァ
ー
フ
（?-754

（
が
ウ
マ
イ
ヤ
朝
を
倒
し
て
カ
リ

フ
位
に
就
き
ま
す
。
そ
の
後
、
ア
ッ
バ
ー
ス
家
に
よ
っ
て
カ
リ
フ
位
が
世
襲
さ
れ

（
上
の
「
ム
ハ
ン
マ
ド
関
連
系
図
」
を
参
照
の
こ
と
（、
新
た
に
建
設
（762-66

（
さ

れ
た
バ
グ
ダ
ー
ド
が
首
都
と
な
り
ま
す
が
、
一
方
で
ウ
ン
マ
の
空
間
的
拡
大
は
よ
う

や
く
終
り
を
告
げ
、
ウ
ン
マ
内
部
に
中
央
集
権
的
な
国
家
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
き

ま
す
。

　

け
れ
ど
も
す
で
に
九
世
紀
後
半
以
降
、
カ
リ
フ
の
権
力
は
弱
体
化
し
て
、
地
方
政

権
―
―
た
と
え
ば
ホ
ラ
ー
サ
ー
ン
地
方
の
サ
ー
マ
ー
ン
朝
（875-999

（、
エ
ジ
プ
ト

大
塚
和
夫
他
編
『
岩
波
イ
ス
ラ
ー
ム
辞
典
』（
岩
波
書
店
、（00（

、pp.（（（（f.

（
よ
り

［十二イマーム派］

［ファーティマ朝］

（イスマーイール派）

イブラーヒーム

アブドゥッラフマーン3世912～961

ウバイドゥッラー

アブドゥッラフマーン

ムハンマド3世
1024～25

ヒシャーム3世
1027～31

ザイド派イマーム
（イエメン）（ ）

ニザール派 /
ホージャー派イマーム（ ）

909 ～1171



一
三

人
間
科
学
部
紀
要

　
第
六
号

　
二
〇
二
三
年
三
月

の
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
朝
（975-1171

（
等
―
―
が
独
立
し
、
カ
リ
フ
は
ア
ミ
ー
ル
や
ス
ル
タ

ン
の
称
号
を
与
え
て
そ
れ
ら
の
政
権
を
容
認
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
ま
す
。
や
が
て
バ
グ

ダ
ー
ド
近
辺
の
支
配
も
、
シ
ー
ア
派
の
ブ
ワ
イ
フ
朝
（932-1062

（
や
ト
ル
コ
系
の
セ
ル

ジ
ュ
ー
ク
朝
（1038-1194

（
の
手
に
握
ら
れ
、
ア
ッ
バ
ー
ス
家
の
カ
リ
フ
は
名
前
ば
か

り
の
存
在
と
化
し
ま
す
。
最
終
的
に
は
一
二
五
八
年
、
侵
入
し
て
き
た
モ
ン
ゴ
ル
軍
に
よ

っ
て
最
後
の
カ
リ
フ
、
ム
ス
タ
ア
ス
ィ
ム
（
在
位1242-58

（
が
殺
さ
れ
て
、
ウ
ン
マ
は

名
実
と
も
に
解
体
し
ま
す
。
こ
う
し
て
古
典
的
イ
ス
ラ
ム
は
終
焉
を
迎
え
、
中
世
の
イ
ス

ラ
ム
へ
と
移
行
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
古
典
的
イ
ス
ラ
ム
の
流
れ
を
簡
単
に
整
理
す
る
と
、
⒜
正
統
カ
リ
フ
時
代

と
⒝
ウ
マ
イ
ヤ
朝
は
、
基
本
的
に
ウ
ン
マ
の
空
間
的
拡
大
の
時
代
だ
っ
た
と
言
え
ま
す
。

こ
の
時
代
の
ウ
ン
マ
は
、
少
数
の
ア
ラ
ブ
人
が
侵
略
を
重
ね
て
、
征
服
者
と
し
て
異
民
族

を
支
配
す
る
と
い
う
「
ア
ラ
ブ
帝
国
」
の
形
を
取
っ
て
い
ま
し
た
。
正
統
カ
リ
フ
時
代
の

終
わ
り
に
は
、
数
千
万
人
が
暮
す
広
大
な
地
域
を
、
各
地
の
軍
事
基
地
都
市
（
ミ
ス
ル
（

に
住
む
二
〇
万
人
以
下
の
ア
ラ
ブ
戦
士
が
支
配
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

時
期
に
は
、
ア
ラ
ブ
人
た
ち
は
支
配
地
域
か
ら
も
っ
ぱ
ら
人
頭
税
（
ジ
ズ
ヤ
（
等
の
税
金

を
徴
収
す
る
だ
け
で
、
各
地
域
特
有
の
既
存
文
化
や
社
会
制
度
は
ほ
と
ん
ど
手
付
か
ず
の

ま
ま
で
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
広
大
な
地
域
に
散
ら
ば
っ
た
少
数
特
権
階
級
た
る
ア
ラ
ブ

人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
維
持
す
る
た
め
に
も
、
ア
ラ
ビ
ア
語
と
か
イ
ス
ラ
ム
教
の
信

仰
や
伝
統
と
か
が
と
く
に
意
識
さ
れ
て
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
ら
に
関
わ
る
知

的
・
学
問
的
な
営
為
も
始
ま
っ
て
い
き
ま
す
。

　

⒞
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
の
時
代
に
な
る
と
、
ウ
ン
マ
の
空
間
的
な
拡
大
は
一
段
落
し
、
ウ
ン

マ
の
内
実
自
体
が
い
わ
ば
深
化
さ
れ
て
い
っ
た
、
と
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
政
治
的
に

は
中
央
集
権
的
な
国
家
組
織
が
模
索
さ
れ
、
多
数
に
の
ぼ
る
非
ア
ラ
ブ
・
ム
ス
リ
ム
た
ち

が
、
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
で
活
躍
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
ア
ラ
ブ
的
な
地
域
性
を
超

え
て
、
本
来
の
普
遍
的
な
イ
ス
ラ
ム
教
に
基
づ
く
「
イ
ス
ラ
ム
帝
国
」
が
出
現
し
た
と
言

っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
と
と
も
に
、
ウ
マ
イ
ヤ
朝
期
か
ら
進
め
ら
れ
て
き
た
知
的

営
為
が
多
様
な
形
で
展
開
・
開
花
し
て
い
き
ま
す
。
言
い
換
え
れ
ば
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
期
に

は
、
ウ
ン
マ
の
広
大
な
領
域
の
な
か
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
固
有
の
多
様
な
文
化
・
思

想
を
、
コ
ー
ラ
ン
を
基
軸
と
し
て
包
摂
す
る
、
独
自
の
イ
ス
ラ
ム
文
明
が
成
立
す
る
こ
と

に
な
る
の
で
す
。

　

た
と
え
ば
、
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
七
代
カ
リ
フ
の
マ
ア
ム
ー
ン
（
在
位813-33

（
は
、
バ

グ
ダ
ー
ド
に
「
知
恵
の
館
」
を
創
設
し
ま
し
た
。
図
書
館
と
天
文
台
が
付
置
さ
れ
た
こ
の

研
究
所
で
は
、
ギ
リ
シ
ア
科
学
の
伝
統
を
受
け
継
ぎ
、
多
様
な
ギ
リ
シ
ア
語
文
献
の
ア
ラ

ビ
ア
語
へ
の
翻
訳
と
と
も
に
、
哲
学
、
天
文
学
、
医
学
、
数
学
な
ど
ア
ラ
ビ
ア
科
学
―
―

ア
ラ
ブ
人
の
科
学
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
共
通
語
と
し
て
ア
ラ
ビ
ア
語
を
用
い
る
と
い

う
含
意
を
も
つ
―
―
の
独
自
の
研
究
が
自
由
に
進
め
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
当
時
の
イ
ス
ラ

ム
世
界
の
科
学
技
術
の
水
準
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
そ
れ
を
は
る
か
に
凌
い
で
い
た
の
で

す
。
た
と
え
ば
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
は
じ
め
と
す
る
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
が
、
一
一
世

紀
以
降
、
イ
ス
ラ
ム
哲
学
を
介
し
て
中
世
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
伝
え
ら
れ
た
の
も
有
名
な
話

で
す
。

⑵
ウ
ン
マ
の
内
的
展
開

　

こ
の
よ
う
な
ウ
ン
マ
の
内
的
展
開
の
全
貌
を
と
ら
え
る
こ
と
は
こ
こ
で
は
と
て
も
で
き

ま
せ
ん
が
、
い
く
つ
か
ポ
イ
ン
ト
を
絞
っ
て
、
そ
の
具
体
例
を
一
瞥
し
て
お
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

⒜
シ
ー
ア
派
の
登
場

　

ま
ず
は
分
派
と
し
て
の
シ
ー
ア
派
か
ら
見
て
い
き
ま
す
。

　

み
な
さ
ん
が
中
東
に
関
わ
る
ニ
ュ
ー
ス
に
接
す
る
と
き
に
、
シ
ー
ア
派
と
ス
ン
ナ
派

（
あ
る
い
は
ス
ン
ニ
ー
派
（
と
い
っ
た
言
葉
を
耳
に
す
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
と
思
い
ま
す
。

現
在
の
政
治
情
勢
の
な
か
で
お
互
い
に
対
立
し
合
っ
て
い
て
、
そ
の
対
立
は
場
合
に
よ
っ

て
は
戦
闘
行
為
を
引
き
起
こ
し
か
ね
な
い
激
し
い
も
の
だ
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
が
、
漠
然

と
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
さ
ま
ざ
ま
な
政
治
的
思
惑
が
絡
み
つ
い
て
い
る
だ
け

に
、
両
派
の
対
立
の
要
因
を
的
確
に
描
き
出
す
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
の
で
す
が
、
そ
の

原
点
に
遡
っ
て
簡
単
な
説
明
を
試
み
て
お
き
ま
す
。

　

シ
ー
ア
派
は
も
と
も
と
シ
ー
ア
・
ア
リ
ー
（Shī‘a‘A

lī

（
と
呼
ば
れ
、「
ア
リ
ー
を
支

持
す
る
党
派
」
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。
基
本
的
に
は
、
ウ
ン
マ
の
指
導
者
と

し
て
不
可
謬
の
イ
マ
ー
ム
（im

ām

（
（
（

（
を
立
て
、
さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
イ
マ
ー
ム
は
、
暗

殺
さ
れ
た
四
代
正
統
カ
リ
フ
の
ア
リ
ー
―
―
ム
ハ
ン
マ
ド
の
従
兄
弟
に
し
て
娘
婿
―
―
の

血
脈
を
継
ぐ
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
み
な
す
人
々
の
こ
と
を
指
し
ま
す
。
こ
の
よ



比
較
宗
教
学
講
義
Ⅲ
―
―
イ
ス
ラ
ム
教

一
四

う
な
シ
ー
ア
派
の
人
々
は
、
ア
リ
ー
の
次
男
で
三
代
イ
マ
ー
ム
と
目
さ
れ
る
フ
サ
イ
ン

（626-80
（
―
―
ム
ハ
ン
マ
ド
の
孫
！
―
―
を
カ
ル
バ
ラ
ー
（
バ
グ
ダ
ー
ド
の
近
郊
（
で

惨
殺
し
た
ウ
マ
イ
ヤ
朝
に
反
抗
し
、
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
の
擁
立
に
力
を
貸
し
た
の
で
す
が
、

今
度
は
逆
に
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
に
よ
っ
て
も
弾
圧
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う

に
、
シ
ー
ア
派
は
常
に
、
反
体
制
的
・
被
抑
圧
者
的
な
性
格
を
帯
び
て
い
た
の
で
す
。

　

一
方
で
、
シ
ー
ア
派
に
は
神
秘
的
な
性
格
も
読
み
取
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
シ
ー
ア
派

は
イ
マ
ー
ム
の
系
譜
を
ど
う
と
ら
え
る
か
に
よ
っ
て
、
い
く
つ
か
の
派
に
さ
ら
に
分
か
れ

て
い
く
の
で
す
が
、
た
と
え
ば
そ
の
な
か
で
最
も
主
流
派
の
位
置
を
占
め
た
の
は
十
二
イ

マ
ー
ム
派
で
し
た
（
一
二
頁
の
「
ム
ハ
ン
マ
ド
関
連
系
図
」
を
参
照
の
こ
と
（。
こ
の
派

で
は
、
十
二
人
の
イ
マ
ー
ム
の
存
在
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
最
後
の
イ
マ
ー
ム

で
あ
る
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ム
ン
タ
ザ
ル
は
、
眼
に
見
え
な
い
世
界
（
ガ
イ
バghayba

（
に

隠
れ
て
し
ま
っ
た
、
と
さ
れ
る
の
で
す
。
こ
れ
は
「
隠
れ
イ
マ
ー
ム
」
と
呼
ば
れ
、
さ
ら

に
、
後
世
、
こ
の
隠
れ
イ
マ
ー
ム
が
救
世
主
と
し
て
こ
の
世
に
姿
を
顕
わ
す
と
い
う
一
種

の
メ
シ
ア
（
マ
フ
デ
ィ
（
思
想
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
き
ま
す
。
十
二
イ
マ
ー
ム
派

の
思
想
は
、
と
り
わ
け
、
神
秘
思
想
の
ル
ー
ツ
の
一
つ
で
あ
る
ペ
ル
シ
ア
（
今
の
イ
ラ
ン
（

で
、
一
六
世
紀
初
頭
、
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
に
よ
っ
て
公
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ

し
て
そ
の
は
る
か
延
長
線
上
に
は
、
現
在
の
イ
ラ
ン
・
イ
ス
ラ
ム
共
和
国
が
位
置
し
て
い

る
の
で
す
。

⒝
イ
ス
ラ
ム
法
学
と
ス
ン
ナ
派
の
確
定

　

先
に
指
摘
し
た
、
ウ
マ
イ
ヤ
朝
以
来
の
知
的
・
学
問
的
営
為
の
隆
盛
は
、
九
世
紀
以

降
、
そ
の
担
い
手
と
し
て
の
ウ
ラ
マ
ー
（‘ulam

ā’

（
階
層
の
成
立
を
前
提
と
し
て
い
ま
す
。

法
学
や
神
学
、
哲
学
、
歴
史
学
等
、
イ
ス
ラ
ム
諸
学
を
修
め
た
学
者
な
い
し
は
知
識
人
の

こ
と
を
ア
ー
リ
ム
（‘ālim

（
と
呼
び
、
そ
の
複
数
形
が
ウ
ラ
マ
ー
な
の
で
す
。
ア
ッ
バ

ー
ス
朝
期
に
は
、
こ
の
よ
う
な
ウ
ラ
マ
ー
が
輩
出
し
て
、
官
僚
や
教
師
、
裁
判
官
、
説
教

師
等
と
し
て
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
で
活
躍
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

ウ
ラ
マ
ー
が
手
が
け
た
学
問
分
野
の
な
か
で
も
、
イ
ス
ラ
ム
教
に
と
っ
て
と
く
に
重
要

な
も
の
が
法
学
で
す
。
そ
の
成
立
過
程
を
簡
単
に
辿
っ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　
「
1
コ
ー
ラ
ン
（
ク
ル
ア
ー
ン
（
の
思
想
と
規
範
」
の
と
こ
ろ
で
も
見
た
よ
う
に
、
コ

ー
ラ
ン
に
示
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
倫
理
的
・
法
的
規
範
は
、
ム
ス
リ
ム
に
と
っ
て
、
イ
ス

ラ
ム
的
生
活
様
式
の
基
本
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
ウ
ン
マ
の
空
間
的
な
拡
大
に

と
も
な
っ
て
、
コ
ー
ラ
ン
の
規
定
だ
け
で
は
現
実
の
多
様
な
生
活
を
イ
ス
ラ
ム
的
に
律
し

て
い
く
こ
と
は
実
際
問
題
と
し
て
不
可
能
に
な
っ
て
き
ま
す
。
そ
こ
で
、
コ
ー
ラ
ン
の
規

定
を
イ
ス
ラ
ム
的
に
拡
張
し
て
、
多
様
な
現
実
に
適
用
し
て
い
く
必
要
性
が
ク
ロ
ー
ズ
ア

ッ
プ
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
う
し
て
、
シ
ャ
リ
ー
ア
（sharī‘a

（（
聖
法
、
イ
ス

ラ
ム
法
（
が
整
備
さ
れ
て
い
く
の
で
す
。
九
世
紀
に
な
る
と
、
マ
ー
リ
ク
派
、
ハ
ナ
フ
ィ

ー
派
、
シ
ャ
ー
フ
ィ
イ
ー
派
、
ハ
ン
バ
ル
派
と
い
う
四
法
学
派
が
成
立
し
、
シ
ャ
リ
ー
ア

の
体
系
化
が
ほ
ぼ
完
成
し
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
シ
ャ
リ
ー
ア
の
体
系
化
を
導
き
出
す
際
の
拠
り
所
と
し
て
は
、
四
法
源
が

提
唱
さ
れ
ま
し
た
。
最
も
重
要
な
法
源
は
言
う
ま
で
も
な
く
コ
ー
ラ
ン
で
す
が
、
そ
の
次

に
ス
ン
ナ
（
範
例
、
慣
行
（
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
の
言
行
で
、

コ
ー
ラ
ン
に
規
定
が
見
当
ら
な
い
場
合
、
ム
ハ
ン
マ
ド
の
言
行
に
範
例
と
な
る
も
の
が
な

い
か
、
探
索
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
ム
ハ
ン
マ
ド
の
言
行
は
ハ
デ
ィ
ー
ス
（
伝
承
（
と
し
て

伝
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
な
か
に
は
偽
作
も
数
多
く
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。「
ハ
デ
ィ

ー
ス
を
偽
作
す
る
な
」
と
い
う
ハ
デ
ィ
ー
ス
が
存
在
し
て
い
た
く
ら
い
で
―
―
も
ち
ろ
ん

こ
の
ハ
デ
ィ
ー
ス
自
体
が
偽
作
な
の
だ
が
―
―
、
こ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
真
正
の
ハ
デ
ィ
ー

ス
の
収
集
が
試
み
ら
れ
、
ハ
デ
ィ
ー
ス
集
が
何
種
類
か
編
集
さ
れ
ま
し
た（

（
（

。

　

さ
ら
に
ス
ン
ナ
に
も
手
が
か
り
が
な
い
場
合
に
は
、
キ
ヤ
ー
ス
（
類
推
（
と
い
う
手
段

が
取
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
類
推
を
最
終
的
に
確
認
す
る
の
が
ウ
ン
マ
に
よ
る
イ
ジ
ュ
マ

ー
（
合
意
（
―
―
と
い
っ
て
も
現
実
に
は
専
門
の
ウ
ラ
マ
ー
た
ち
に
よ
る
合
意
な
の
だ
が

―
―
と
さ
れ
る
の
で
す
。

　

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
イ
ス
ラ
ム
法
学
の
成
立
と
と
も
に
、「
ス
ン
ナ
と
共
同
体
の
民
」

と
し
て
の
ス
ン
ナ
派
の
立
場
が
確
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す（

（
（

。
も
ち
ろ
ん
、
イ
ス
ラ
ム

教
の
初
期
か
ら
、
シ
ー
ア
派
の
よ
う
な
分
派
に
対
す
る
多
数
派
の
立
場
は
存
在
し
て
い
た

の
で
す
が
、
そ
れ
が
、
ム
ハ
ン
マ
ド
の
ス
ン
ナ
を
法
源
と
し
て
認
め
、
最
終
的
に
共
同
体

＝
ウ
ン
マ
の
合
意
に
基
づ
く
シ
ャ
リ
ー
ア
の
体
系
に
従
う
と
い
う
形
で
明
確
化
さ
れ
、
自

覚
化
さ
れ
た
の
が
九
世
紀
以
降
だ
っ
た
、
と
い
う
わ
け
で
す
。
こ
う
し
て
、
生
活
の
あ
ら

ゆ
る
側
面
に
お
い
て
ア
ッ
ラ
ー
の
意
志
を
実
現
す
る
と
い
う
イ
ス
ラ
ム
教
の
基
本
的
特
徴

が
、
具
体
的
な
シ
ャ
リ
ー
ア
を
実
践
す
る
と
い
う
形
で
、
広
大
な
ウ
ン
マ
の
な
か
で
現
実

化
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。
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⒞
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム

　

最
後
に
取
り
上
げ
る
の
は
、
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
で
す
。
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
は
ア
ラ
ビ
ア
語
の

ス
ー
フ
ィ
ー
（s

3ūfī

（
に
英
語
のism

が
付
加
さ
れ
た
合
成
語
で
す
。
ア
ラ
ビ
ア
語
で
こ

れ
に
当
た
る
言
葉
は
、
タ
サ
ッ
ウ
フ
（tas

3aw
w
uf

（
で
、
ス
ー
フ
ィ
ー
と
し
て
生
き
る

こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
ス
ー
フ
ィ
ー
は
、
ス
ー
フ
（s

3ūf

（
す
な
わ
ち
羊
毛
か
ら
派

生
し
た
語
で
、
隠
遁
し
て
羊
毛
の
粗あ

ら
ご
ろ
も衣

を
着
て
修
行
す
る
人
間
の
こ
と
を
指
し
た
、
と
さ

れ
ま
す
。
一
般
的
に
は
神
と
の
合
一
体
験
（
フ
ァ
ナ
ーfanā’

（
を
目
指
し
て
修
行
を
積

む
人
間
が
、
ス
ー
フ
ィ
ー
と
呼
ば
れ
ま
す
。
と
す
る
な
ら
ば
、
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
と
は
、
こ

の
講
義
の
第
一
章
「
宗
教
の
と
ら
え
方
」
の
な
か
で
触
れ
た
、
神
秘
主
義
の
一
形
態
と
見

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
お
お
よ
そ
、
九
世
紀
の
半
ば
頃
か
ら
タ
サ
ッ
ウ
フ
と
い
う
言
葉
は

流
通
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

神
秘
主
義
に
つ
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
中
世
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
と
こ
ろ

で
も
、
簡
単
に
触
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
も
そ
も
神
の
絶
対
性
を
強
調
す
る
イ
ス
ラ
ム
教
の

場
合
、
神
と
の
合
一
体
験
は
、
か
な
り
問
題
含
み
と
言
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
実
際
、
ハ

ッ
ラ
ー
ジ
ュ
（857/59-922

（
と
い
う
ス
ー
フ
ィ
ー
は
、「
我
こ
そ
真
理
な
り
（ana�al-

H

3aqq

（」
と
述
べ
て
、
最
後
は
異
端
と
し
て
処
刑
さ
れ
て
い
ま
す
。「
真
理
」
は
ア
ッ
ラ
ー

の
美
称
の
一
つ
な
の
で
、
こ
れ
は
ま
さ
に
「
我
は
神
な
り
」
に
等
し
い
言
葉
な
の
で
す
。

も
ち
ろ
ん
ハ
ッ
ラ
ー
ジ
ュ
か
ら
す
れ
ば
、
神
と
合
一
し
た
体
験
の
な
か
で
、
神
が
述
べ
た

言
葉
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
に
し
て
も
神
の
唯
一
性
（
タ
ウ
ヒ
ー
ド
（

の
観
点
か
ら
見
れ
ば
ゆ
ゆ
し
き
発
言
で
し
か
な
い
で
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
イ
ス
ラ
ム
教
で

は
、
こ
の
よ
う
な
神
秘
主
義
が
、
や
が
て
一
般
民
衆
の
あ
い
だ
に
も
広
が
っ
て
、
大
き
な

役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
そ
れ
は
何
故
で
し
ょ
う
か
。

　

一
つ
の
要
因
は
、
当
時
の
イ
ス
ラ
ム
法
学
の
成
立
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ス
ー

フ
ィ
ズ
ム
が
登
場
し
て
く
る
九
世
紀
は
、
今
し
も
見
た
と
お
り
、
シ
ャ
リ
ー
ア
が
体
系
化

さ
れ
て
イ
ス
ラ
ム
法
学
が
成
立
し
、
こ
れ
に
と
も
な
っ
て
ス
ン
ナ
派
の
立
場
が
確
定
し
て

い
く
時
期
と
重
な
っ
て
い
ま
す
。
シ
ャ
リ
ー
ア
の
体
系
化
は
、
イ
ス
ラ
ム
的
な
生
活
様
式

の
確
立
を
意
味
し
ま
す
が
、
し
か
し
そ
こ
に
は
同
時
に
形
式
主
義
の
危
険
性
が
潜
ん
で
い

ま
す
。
定
め
ら
れ
た
シ
ャ
リ
ー
ア
を
遵
守
す
る
こ
と
で
イ
ス
ラ
ム
的
な
生
活
様
式
が
実
現

す
る
の
で
あ
れ
ば
、
と
も
か
く
も
形
の
上
で
シ
ャ
リ
ー
ア
を
守
り
さ
え
す
れ
ば
そ
れ
で
い

い
、
と
思
う
人
間
が
ど
う
し
て
も
出
て
き
ま
す
。
そ
こ
で
は
内
面
的
な
信
仰
は
問
題
と
さ

れ
な
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
フ
ァ
ナ
ー
の
境
地
を
目
指
し
て
信
仰
の
内
面
性
を
徹
底
し
て
強
調
す

る
の
が
、
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
で
し
た
。
神
と
の
合
一
こ
そ
は
内
面
的
な
信
仰
の
極
致
に
ほ
か

な
り
ま
せ
ん
。
こ
う
し
て
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
は
、
と
も
す
れ
ば
形
式
主
義
に
傾
き
が
ち
な
シ

ャ
リ
ー
ア
の
体
系
を
内
面
的
に
補
完
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

註（
1
（�

ア
ラ
ビ
ア
語
の
ハ
リ
ー
フ
ァ
（khalīfa

（
が
西
欧
語
と
し
て
転
訛
し
た
も
の
。
使
徒
ム
ハ
ン

マ
ド
の
後
継
者
を
指
す
が
、
ア
ッ
ラ
ー
か
ら
の
啓
示
は
す
で
に
終
わ
っ
て
い
る
の
で
、
カ
リ

フ
は
原
則
と
し
て
政
治
的
領
域
に
限
定
さ
れ
た
後
継
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
2
（�

こ
の
節
の
以
下
の
記
述
は
、
主
に
、
中
村
廣
治
郎
『
イ
ス
ラ
ム
―
―
思
想
と
歴
史
』（
東
京

大
学
出
版
会
、1977

：
新
装
版
、2012

（、
佐
藤
次
高
編
『
宗
教
の
世
界
史
11�

イ
ス
ラ
ー
ム

の
歴
史
1
―
―
イ
ス
ラ
ー
ム
の
創
始
と
展
開
』（
山
川
出
版
社
、2010

（、
さ
ら
に
大
塚
和
夫

ほ
か
編
『
岩
波
イ
ス
ラ
ー
ム
辞
典
』（
岩
波
書
店
、2002

（
に
よ
っ
て
い
る
。

（
3
（�

ム
ハ
ン
マ
ド
は
、
最
初
の
妻
ハ
デ
ィ
ー
ジ
ャ
の
死
後
、
複
数
の
妻
を
迎
え
て
い
る
。
し
か
し
、

ア
ー
イ
シ
ャ
以
外
は
み
な
再
婚
で
あ
っ
た
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
お
り
、
コ
ー
ラ
ン
（4-3

（

で
は
、
戦
死
者
の
寡
婦
に
対
す
る
救
済
策
と
し
て
妻
を
四
人
ま
で
迎
え
る
こ
と
が
認
め
ら
れ

て
い
る
。

（
4
（�

イ
マ
ー
ム
の
一
般
的
な
用
法
と
し
て
は
、
金
曜
日
の
集
団
礼
拝
の
際
に
手
本
を
示
す
導
師
を

指
す
言
葉
だ
が
、
シ
ー
ア
派
で
は
、
単
に
政
治
的
の
み
な
ら
ず
、
宗
教
的
な
意
味
も
含
め
た

ム
ハ
ン
マ
ド
の
後
継
者
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
る
。

（
5
（�

最
も
信
頼
さ
れ
る
ハ
デ
ィ
ー
ス
集
は
、
現
在
の
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
出
身
の
ハ
デ
ィ
ー
ス
学
者

ブ
ハ
ー
リ
ー
（810-70

（
に
よ
る
も
の
で
、
邦
訳
も
あ
る
（
牧
野
信
也
訳
『
ハ
デ
ィ
ー
ス
―

―
イ
ス
ラ
ー
ム
伝
承
集
成
』
全
六
巻
［
中
公
文
庫
、2001

］（。
ま
た
、
独
自
の
編
纂
に
よ
る

ハ
デ
ィ
ー
ス
の
精
選
集
と
し
て
は
小
杉
泰
編
訳
『
ム
ハ
ン
マ
ド
の
こ
と
ば
―
―
ハ
デ
ィ
ー
ス
』

（
岩
波
文
庫
、2019

（
が
あ
る
。

（
6
（�

ち
な
み
に
、
現
在
で
は
ス
ン
ナ
派
は
ム
ス
リ
ム
全
体
の
約
九
割
を
占
め
、
約
一
割
が
シ
ー
ア

派
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

4
中
世
の
イ
ス
ラ
ム

　

す
で
に
触
れ
た
と
お
り
、
一
二
五
八
年
、
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
最
後
の
カ
リ
フ
、
ム
ス
タ
ア

ス
ィ
ム
が
モ
ン
ゴ
ル
軍
に
殺
害
さ
れ
て
、
ウ
ン
マ
は
名
実
と
も
に
分
裂
状
態
に
陥
り
ま

す
。
イ
ス
ラ
ム
世
界
で
は
、
こ
こ
か
ら
一
八
世
紀
末
―
―
近
代
西
欧
と
の
接
触
が
本
格
化



比
較
宗
教
学
講
義
Ⅲ
―
―
イ
ス
ラ
ム
教

一
六

す
る
―
―
ま
で
の
時
代
が
中
世
に
あ
た
り
ま
す
。

　

こ
の
時
代
、
ム
ハ
ン
マ
ド
以
来
の
統
一
さ
れ
た
ウ
ン
マ
の
代
わ
り
に
、
各
地
に
イ
ス
ラ

ム
国
家
（
王
朝
（
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
社
会
的
な
紐
帯
は
古
典
的
イ

ス
ラ
ム
と
は
様
変
わ
り
し
ま
す
。
ま
た
、
下
の
「
地
図
1
世
界
の
ム
ス
リ
ム
」（
一
九
九
〇

年
代
後
半
の
デ
ー
タ
（
を
見
て
も
分
る
よ
う
に
、
現
在
の
ム
ス
リ
ム
の
分
布
は
、
地
中
海

沿
岸
と
中
東
を
中
心
と
し
た
古
典
的
イ
ス
ラ
ム
の
時
代
（「
イ
ス
ラ
ム
の
地
域
的
拡
大
」

図
［
一
一
頁
］
を
参
照
（
よ
り
も
か
な
り
拡
大
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
も
中
世
を
通
じ
て

の
変
化
と
言
え
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
古
典
的
イ
ス
ラ
ム
と
は
異
な
る
中
世
の
イ
ス
ラ
ム
の
特
徴
を
理
解
す
る
手

が
か
り
は
、
前
節
「
3
古
典
的
イ
ス
ラ
ム
」
の
最
後
に
取
り
上
げ
た
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
に
あ

り
ま
す
。
ま
ず
は
、
そ
の
後
の
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
の
展
開
か
ら
見
て
い
き
ま
し
ょ
う（

（
（

。

　

さ
て
、
当
初
は
弾
圧
ま
で
受
け
た
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
で
し
た
が
、
や
が
て
イ
ス
ラ
ム
主
流

の
な
か
で
市
民
権
を
得
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
前
節
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
シ

ャ
リ
ー
ア
（
イ
ス
ラ
ム
法
（
の
体
系
化
が
進
む
に
つ
れ
て
、
そ
の
形
式
主
義
化
の
危
険
を

ふ
せ
ぐ
た
め
に
、
信
仰
の
内
面
性
を
強
調
す
る
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
が
援
用
さ
れ
て
い
く
か
ら

な
の
で
す
が
、
そ
の
際
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
思
想
家
と
し
て
、
ア
ル
・
ガ
ザ
ー
リ

ー
（1058-1111

（
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
彼
は
、
ホ
ラ
ー
サ
ー
ン
地
方
（
現
在

の
イ
ラ
ン
北
東
部
（
出
身
で
、
イ
ス
ラ
ム
最
大
の
思
想
家
の
一
人
と
み
な
さ
れ
、
当
初
は

哲
学
者
・
神
学
者
と
し
て
活
躍
し
ま
す
が
、
や
が
て
み
ず
か
ら
ス
ー
フ
ィ
ー
と
し
て
修
行

を
積
み
、
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
を
イ
ス
ラ
ム
諸
学
の
な
か
に
位
置
づ
け
て
、
シ
ャ
リ
ー
ア
と
の

調
和
を
図
ろ
う
と
し
ま
し
た（

（
（

。

　

さ
ら
に
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
は
、
一
般
の
民
衆
の
な
か
に
も
浸
透
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま

す
。
す
で
に
ガ
ザ
ー
リ
ー
は
、
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
は
ム
ス
リ
ム
に
と
っ
て
必
須
の
素
養
で
あ

る
と
考
え
て
、
こ
れ
を
一
般
の
民
衆
に
広
め
て
い
く
こ
と
の
必
要
性
を
説
い
て
い
ま
す

が
、
一
二
世
紀
に
は
、
高
名
な
ス
ー
フ
ィ
ー
を
始
祖
と
す
る
タ
リ
ー
カ
（
ス
ー
フ
ィ
ー
教

団
（
が
設
立
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す（

（
（

。
タ
リ
ー
カ
は
、
ザ
ー
ウ
ィ
ア
と
呼
ば
れ
る
道
場

を
各
地
に
開
き
、
一
般
の
民
衆
に
も
可
能
な
簡
便
な
修
行
法
―
―
た
と
え
ば
、
参
加
者
全

員
で
声
を
合
せ
て
ひ
た
す
ら
ア
ッ
ラ
ー
の
名
な
ど
を
唱
え
た
り
す
る
ズ
ィ
ク
ル
等
―
―
を

提
供
し
ま
し
た
。
他
方
で
高
名
な
ス
ー
フ
ィ
ー
は
、
奇
跡
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
力
を

マ
リ
ー
ズ
・
リ
ズ
ン
『
イ
ス
ラ
ー
ム
』（
岩
波
書
店
、（00（

、p.X
IV

（
よ
り



一
七

人
間
科
学
部
紀
要

　
第
六
号

　
二
〇
二
三
年
三
月

授
か
っ
た
と
信
じ
ら
れ
て
、
聖
者
と
し
て
崇
拝
の
対
象
と
な
っ
て
い
き
ま
す（

（
（

。
こ
う
し
て

タ
リ
ー
カ
の
道
場
は
、
単
に
修
行
の
場
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
開
祖
の
ス
ー
フ
ィ
ー
す

な
わ
ち
聖
者
を
祀
る
祭
祀
の
場
と
し
て
、
さ
ら
に
は
初
歩
的
な
、
あ
る
い
は
倫
理
的
な
教

育
の
場
と
し
て
、
地
域
に
お
け
る
社
会
結
合
の
セ
ン
タ
ー
的
機
能
を
果
た
し
て
い
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
同
じ
ス
ー
フ
ィ
ー
教
団
に
属
す
る
無
数
の
道
場
は
相
互
に
結
び
付

き
あ
っ
て
、
新
た
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
形
成
さ
れ
て
い
く
の
で
す
。

　

ア
ッ
バ
ー
ス
朝
の
後
半
に
は
、
す
で
に
ウ
ン
マ
の
中
央
集
権
的
な
構
造
は
崩
れ
、
各
地

域
に
独
立
の
政
権
が
樹
立
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
前
節
で
触
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
よ

う
な
状
況
の
な
か
で
、
タ
リ
ー
カ
は
、
イ
ス
ラ
ム
世
界
の
す
み
ず
み
に
ま
で
浸
透
し
て
い

き
、
や
が
て
ほ
と
ん
ど
の
ム
ス
リ
ム
が
い
ず
れ
か
の
タ
リ
ー
カ
に
属
す
る
と
い
う
事
態
に

ま
で
至
り
ま
す（

（
（

。
中
世
に
お
け
る
ウ
ン
マ
の
分
裂
状
態
の
な
か
で
、
こ
の
よ
う
に
地
域
に

根
差
し
た
タ
リ
ー
カ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
イ
ス
ラ
ム
世
界
の
あ
り
方
を
地
域
社
会
の
レ

ベ
ル
で
再
編
し
て
い
っ
た
の
で
す
。

　

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
タ
リ
ー
カ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
旧
来
の
イ
ス
ラ
ム
世
界
の
範
囲

を
越
え
て
広
が
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
前
頁
の
「
地
図
1
世
界
の
ム
ス
リ
ム
」
を

見
る
と
、
サ
ハ
ラ
砂
漠
以
南
の
西
ア
フ
リ
カ
、
東
ア
フ
リ
カ
の
海
岸
部（

（
（

、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

を
中
心
と
し
た
東
南
ア
ジ
ア
、
さ
ら
に
は
中
国
に
も
ム
ス
リ
ム
が
色
濃
く
分
布
し
て
い
る

の
が
分
り
ま
す
が
、
イ
ス
ラ
ム
の
こ
の
よ
う
な
伝
播
は
中
世
期
、
と
く
に
ム
ス
リ
ム
商
人（

（
（

の
交
易
ル
ー
ト
を
辿
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
タ
リ
ー
カ
が
進
出
し
て
い
っ
た
結
果
な
の
で
す
。

タ
リ
ー
カ
の
地
域
密
着
型
の
性
格
、
さ
ら
に
は
聖
者
崇
拝
的
要
素
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域

に
お
け
る
従
来
か
ら
の
多
神
教
的
文
化
の
な
か
に
イ
ス
ラ
ム
教
を
ス
ム
ー
ズ
に
浸
透
さ
せ

て
い
く
上
で
、
い
わ
ば
潤
滑
油
と
し
て
有
効
に
作
用
し
た
の
で
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
タ
リ
ー
カ
に
よ
る
地
域
社
会
の
再
編
が
進
む
な
か
で
、
古
典
的
イ
ス
ラ
ム

期
の
か
つ
て
の
ウ
ン
マ
の
領
域
に
は
、
強
大
な
三
つ
の
中
世
国
家
が
鼎
立
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
ア
ナ
ト
リ
ア
（
小
ア
ジ
ア
（
を
起
点
と
し
て
、
東
ロ
ー
マ
帝
国
を
滅
ぼ
し
、
地

中
海
沿
岸
か
ら
中
東
に
至
る
広
大
な
領
域
を
支
配
す
る
オ
ス
マ
ン
帝
国
（1299-1922

（、

か
つ
て
の
ペ
ル
シ
ア
を
中
心
と
し
た
サ
フ
ァ
ー
ヴ
ィ
ー
朝
（1501-1736

（、
さ
ら
に
そ

の
東
の
イ
ン
ド
全
域
を
支
配
す
る
ム
ガ
ー
ル
帝
国
（1526-1858

（
で
す
。
こ
れ
ら
三
つ

の
イ
ス
ラ
ム
国
家
は
、
イ
ス
ラ
ム
教
を
軸
に
各
地
域
の
文
化
を
独
自
に
展
開
さ
せ
つ
つ
、

一
六
世
紀
か
ら
一
七
世
紀
に
か
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
ス
レ
イ
マ
ン
大
帝
（
在
位1520-

66

（、
シ
ャ
ー
・
ア
ッ
バ
ー
ス
一
世
（
在
位1587-1629

（、
ア
ク
バ
ル
大
帝
（
在
位1556-

1605

（
の
も
と
、
最
盛
期
を
迎
え
ま
す
。

　

け
れ
ど
も
そ
の
後
、
中
世
の
イ
ス
ラ
ム
は
社
会
的
に
も
文
化
的
に
も
停
滞
期
を
迎
え
ま

す
。
古
典
的
イ
ス
ラ
ム
時
代
の
ウ
ン
マ
＝
イ
ス
ラ
ム
共
同
体
の
統
一
が
失
わ
れ
る
な
か
、

個
人
の
信
仰
の
内
面
性
を
重
視
す
る
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
は
か
え
っ
て
信
仰
の
個
別
化
を
招

き
、
タ
リ
ー
カ
に
よ
る
聖
者
崇
拝
は
現
世
利
益
を
も
っ
ぱ
ら
と
す
る
呪
術
的
な
信
仰
に
傾

い
て
い
き
ま
す（

（
（

。
社
会
的
・
文
化
的
な
活
力
も
衰
退
し
て
い
く
こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か

で
、
イ
ス
ラ
ム
世
界
は
近
代
西
欧
の
帝
国
主
義
的
進
出
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

註（
1
（�

こ
の
節
の
記
述
は
、
主
に
中
村
廣
治
郎
『
イ
ス
ラ
ム
―
―
思
想
と
歴
史
』（
東
京
大
学
出
版

会
、1977

：
新
装
版
、2012

（、
小
杉
泰
編
『
宗
教
の
世
界
史
12�

イ
ス
ラ
ー
ム
の
歴
史
2
―

―
イ
ス
ラ
ー
ム
の
拡
大
と
変
容
』（
山
川
出
版
社
、2010

（、
さ
ら
に
大
塚
和
夫
ほ
か
編
『
岩

波
イ
ス
ラ
ー
ム
辞
典
』（
岩
波
書
店
、2002

（
に
よ
っ
て
い
る
。

（
2
（�

ア
ル
・
ガ
ザ
ー
リ
ー
に
関
し
て
は
、
中
村
廣
治
郎
に
よ
る
研
究
（
中
村
廣
治
郎
『
イ
ス
ラ
ム

の
宗
教
思
想
―
―
ガ
ザ
ー
リ
ー
と
そ
の
周
辺
』［
岩
波
書
店
、2002

］（
が
あ
る
が
、
原
典
の

翻
訳
も
出
て
い
る
（
た
と
え
ば
ガ
ザ
ー
リ
ー
［
中
村
廣
治
郎
訳
註
］『
中
庸
の
神
学
―
―
中
世

イ
ス
ラ
ー
ム
の
神
学
・
哲
学
・
神
秘
主
義
』［
平
凡
社
東
洋
文
庫
、2013

］
等
（。

（
3
（
タ
リ
ー
カ
（t

3arīqa

（
は
ア
ラ
ビ
ア
語
で
「
道
」
と
い
う
意
味
で
、
こ
こ
で
は
「
神
に
至
る
道
」

を
指
し
て
い
る
。
代
表
的
な
ス
ー
フ
ィ
ー
教
団
と
し
て
は
、
カ
ー
デ
ィ
リ
ー
教
団
（
一
二
世

紀
、
バ
グ
ダ
ー
ド
（、
ス
フ
ラ
ワ
ル
デ
ィ
ー
教
団
（
一
二
世
紀
、
イ
ン
ド
（、
メ
ウ
レ
ウ
ィ
ー

教
団
（
一
三
世
紀
、
ト
ル
コ
。
旋
回
舞
踏
で
有
名
（、
ベ
ク
タ
ー
シ
ュ
教
団
（
一
三
世
紀
、
ト

ル
コ
（
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
4
（
も
と
よ
り
イ
ス
ラ
ム
教
に
お
い
て
は
人
間
は
本
来
崇
拝
の
対
象
と
は
な
り
え
な
い
は
ず
だ
が
、

厳
し
い
修
行
に
よ
り
神
と
合
一
し
た
ス
ー
フ
ィ
ー
は
、
ワ
リ
ー
（w

alī

（「
神
の
友
」（
コ
ー

ラ
ン10-62

（
と
い
う
表
現
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
一
般
の
人
間
よ
り
も
神
に
近
く
、
さ
ら
に

は
神
と
人
間
の
あ
い
だ
を
と
り
な
す
存
在
、
す
な
わ
ち
聖
者
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。

（
5
（
第
二
章
の
「
5
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
」
の
註
（
4
（
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
キ
リ
ス

ト
教
の
場
合
に
は
神
秘
主
義
は
結
局
傍
流
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、

キ
リ
ス
ト
教
以
上
に
神
の
絶
対
性
を
徹
底
さ
せ
る
イ
ス
ラ
ム
教
に
お
い
て
、
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム

が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
広
範
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
事
実
は
興
味
深
い
。
も
と
よ
り
タ
リ
ー
カ
に
は

純
然
た
る
神
秘
主
義
以
外
の
要
素
も
多
く
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
神
と
の
合
一
を
め

ざ
す
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
そ
の
も
の
に
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
仲
保
者
イ
エ
ス
に
も
匹
敵
す
る
、



比
較
宗
教
学
講
義
Ⅲ
―
―
イ
ス
ラ
ム
教

一
八

神
と
人
間
と
の
接
点
と
し
て
の
性
格
を
読
み
込
む
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。

（
6
（
東
ア
フ
リ
カ
で
は
、
も
と
か
ら
あ
っ
た
バ
ン
ト
ゥ
ー
語
に
ア
ラ
ビ
ア
語
を
中
心
と
し
た
外
来

語
の
語
彙
が
多
数
取
り
入
れ
ら
れ
て
ス
ワ
ヒ
リ
語
が
成
立
し
、
こ
れ
を
共
通
語
と
し
た
ム
ス

リ
ム
の
通
商
圏
と
文
化
圏
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。

（
7
（
商
業
都
市
メ
ッ
カ
か
ら
始
ま
っ
た
イ
ス
ラ
ム
教
で
は
、
コ
ー
ラ
ン
の
記
述
に
も
見
ら
れ
る
よ

う
に
、
商
業
は
、
社
会
に
不
可
欠
の
活
動
と
し
て
一
貫
し
て
積
極
的
に
肯
定
さ
れ
、
実
践
さ

れ
て
き
た
。

（
8
（
こ
の
あ
た
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
お
け
る
一
般
民
衆
の
聖
人
崇
拝
を

彷
彿
と
さ
せ
る
。

5
近
代
の
イ
ス
ラ
ム

　

近
代
の
イ
ス
ラ
ム
は
、
前
節
の
最
後
で
触
れ
た
よ
う
に
、
中
世
末
期
の
イ
ス
ラ
ム
世
界

に
お
け
る
内
部
的
な
停
滞
状
況
を
打
開
す
る
と
同
時
に
、
近
代
西
欧
の
帝
国
主
義
に
も
対

応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
二
重
の
課
題
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す（

（
（

。

⑴
欧
米
列
強
の
植
民
地
主
義

　

大
航
海
時
代
以
来
、
ス
ペ
イ
ン
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
を
中
心
に
展
開
さ
れ
た
新
大
陸
の
植
民

地
化
は
、
一
八
世
紀
の
後
半
に
な
る
と
ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ
に
場
所
を
移
し
ま
す
。
西

欧
の
帝
国
主
義
が
イ
ス
ラ
ム
世
界（

（
（

に
最
初
の
衝
撃
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン

に
よ
る
一
七
九
八
年
の
エ
ジ
プ
ト
遠
征
で
し
た
。
当
時
は
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
支
配
下
に

あ
っ
た
エ
ジ
プ
ト
で
、
近
代
的
な
装
備
の
フ
ラ
ン
ス
軍
に
象
徴
さ
れ
る
西
欧
文
明
の
力

を
、
イ
ス
ラ
ム
世
界
は
思
い
知
ら
さ
れ
た
の
で
す
。
こ
の
遠
征
は
短
期
間
で
終
り
ま
す

が
、
そ
の
後
、
北
ア
フ
リ
カ
や
中
東
、
イ
ン
ド
の
イ
ス
ラ
ム
世
界
は
次
々
に
植
民
地
化
さ

れ
て
い
き
ま
す
。
た
と
え
ば
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
支
配
下
地
域
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
は
、
イ
エ

メ
ン
（1839

（、
休
戦
海
岸
―
―
現
在
の
ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦
―
―
（1853

（、
エ
ジ
プ

ト
（1882

（、
ス
ー
ダ
ン
（1889

（、
オ
マ
ー
ン
（1891

（
を
、
フ
ラ
ン
ス
は
、
ア
ル
ジ
ェ

リ
ア
（1830

（、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
（1881

（、
モ
ロ
ッ
コ
（1912

（
を
、
イ
タ
リ
ア
は
リ
ビ
ア

（1911

（
を
、
そ
れ
ぞ
れ
植
民
地
に
し
て
い
ま
す
（
下
の
「
中
東
諸
国
と
周
辺
の
国
々
」

の
地
図
を
参
照
の
こ
と
（。
さ
ら
に
イ
ン
ド
の
ム
ガ
ー
ル
帝
国
が
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
と

な
る
の
は
一
八
五
八
年
の
こ
と
で
し
た
。
ち
な
み
に
、
一
八
九
八
年
当
時
の
世
界
の
植
民

地
の
布
置
をw

ikipedia

の
帝
国
主
義
の
項
目
で
見
つ
け
た
の
で
、
こ
れ
も
参
考
の
た
め

末
近
浩
太
『
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
―
―
も
う
一
つ
の
近
代
を
構
想
す
る
』

（
岩
波
新
書
、（0（（

、pp.X
f.

（
よ
り



一
九

人
間
科
学
部
紀
要

　
第
六
号

　
二
〇
二
三
年
三
月

に
転
載
し
て
お
き
ま
す
。
と
く
に
イ

ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
が
植
民
地
大
国

だ
っ
た
こ
と
が
一
目
瞭
然
で
す
。

⑵
イ
ス
ラ
ム
世
界
の
反
応

　

こ
の
よ
う
な
内
外
の
困
難
な
状
況

に
対
し
て
、
イ
ス
ラ
ム
世
界
で
は

一
八
世
紀
半
ば
以
降
、
各
地
で
改
革

運
動
が
起
こ
り
ま
す
。
そ
の
な
か
で

最
も
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、
ワ

ッ
ハ
ー
ブ
運
動
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

⒜
ワ
ッ
ハ
ー
ブ
運
動
の
復
古
主
義

　

ム
ハ
ン
マ
ド
・
イ
ブ
ン
・
ア
ブ
ド

ゥ
ル
ワ
ッ
ハ
ー
ブ
（1703-92

（
は
、

ア
ラ
ビ
ア
半
島
の
内
陸
部
に
生
ま
れ

た
ウ
ラ
マ
ー
で
し
た
。
彼
は
、
当
時

ア
ラ
ビ
ア
半
島
を
支
配
し
て
い
た
オ

ス
マ
ン
帝
国
の
中
世
的
な
イ
ス
ラ
ム

教
を
批
判
し
、
コ
ー
ラ
ン
と
ハ
デ
ィ

ー
ス
の
原
典
に
忠
実
に
従
う
こ
と
に

よ
り
、
本
来
の
イ
ス
ラ
ム
教
に
回
帰

し
て
社
会
改
革
を
実
現
し
よ
う
と
し

ま
し
た
。
ワ
ッ
ハ
ー
ブ
は
、
聖
者
を

祀
る
霊
廟
を
破
壊
し
た
り
聖
樹
を
切

り
倒
し
た
り
す
る
活
動
を
く
り
か
え

し
ま
す
が
、
一
七
四
四
年
、
在
地
の

豪
族
サ
ウ
ー
ド
家
と
盟
約
を
結
び
、

改
革
運
動
を
拡
大
し
て
い
き
ま
す
。

こ
の
運
動
は
そ
の
後
、
オ
ス
マ
ン
帝

国
に
よ
っ
て
た
び
た
び
弾
圧
さ
れ
ま
す
が
、
最
終
的
に
は
一
九
三
二
年
、
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ

ビ
ア
王
国
と
し
て
独
立
を
遂
げ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
中
世
の
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
的
イ
ス
ラ

ム
を
批
判
し
、
コ
ー
ラ
ン
の
原
点
に
戻
っ
て
、
い
わ
ば
古
典
的
イ
ス
ラ
ム
を
復
活
さ
せ
よ

う
と
す
る
ワ
ッ
ハ
ー
ブ
の
復
古
主
義
的
改
革
運
動
の
一
つ
の
帰
結
が
、
現
在
の
サ
ウ
デ
ィ

ア
ラ
ビ
ア
の
出
発
点
と
な
る
わ
け
で
す
。

⒝
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
の
汎
イ
ス
ラ
ム
主
義

　

こ
れ
に
対
し
て
、
一
九
世
紀
の
イ
ス
ラ
ム
改
革
運
動
を
代
表
す
る
人
物
が
、
イ
ラ
ン
出

身
の
ジ
ャ
マ
ー
ル
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
（1838-97

（
で
す
。
彼
は
、
伝
統
的

な
イ
ス
ラ
ム
教
育
を
受
け
た
後
で
、
イ
ン
ド
、
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
、
カ
イ
ロ
、
テ
ヘ
ラ
ン

等
の
イ
ス
ラ
ム
世
界
、
さ
ら
に
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
ロ
シ
ア
等
の
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
を
歴
訪
し
、
帝
国
主
義
の
現
実
と
西
欧
文
明
の
力
と
を
、
身
を
も
っ
て
体
験
し
ま
す
。

西
欧
の
帝
国
主
義
に
抗
す
る
た
め
に
イ
ス
ラ
ム
世
界
の
連
帯
を
説
き
な
が
ら
、
同
時
に
西

欧
近
代
の
科
学
と
思
想
を
も
取
り
込
ん
で
イ
ス
ラ
ム
の
近
代
化
を
進
め
て
い
か
ね
ば
な
ら

な
い
、
と
主
張
し
ま
す
。
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
は
、
パ
リ
で
一
八
八
四
年
に
『
固
き
絆
』
と
い

う
雑
誌
を
発
行
し
て
そ
の
汎
イ
ス
ラ
ム
主
義
の
主
張
を
展
開
し
、
イ
ス
ラ
ム
世
界
全
体
に

大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

⒜
ワ
ッ
ハ
ー
ブ
運
動
と
⒝
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
の
汎
イ
ス
ラ
ム
主
義
と
は
、
内
患
外
憂
の
近

代
イ
ス
ラ
ム
に
と
っ
て
、
問
題
に
対
処
す
る
上
で
の
二
つ
の
方
向
性
を
典
型
的
に
示
す
も

の
で
す
。
⒜
は
、
古
典
的
イ
ス
ラ
ム
へ
の
復
帰
を
目
指
す
復
古
主
義
で
あ
り
、
原
点
に
立

ち
返
る
伝
統
主
義
を
志
向
し
て
い
て
、
そ
の
一
つ
の
帰
結
が
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
で
あ
る

こ
と
は
、
先
に
見
た
と
お
り
で
す
。
一
方
、
⒝
は
、
西
欧
的
な
近
代
化
の
方
向
性
も
あ
る

程
度
受
け
入
れ
つ
つ
、
イ
ス
ラ
ム
世
界
全
体
の
結
束
を
高
め
て
、
帝
国
主
義
・
植
民
地
主

義
に
抗
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
、
あ
る
種
の
近
代
主
義
を
志
向
し
て
い
ま
す
。

こ
の
方
向
性
が
徹
底
化
さ
れ
て
い
く
と
、
た
と
え
ば
、
一
九
二
二
年
の
オ
ス
マ
ン
帝
国
解

体
後
、
ケ
マ
ル
・
ア
タ
チ
ュ
ル
ク
（1881-1938

（
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
ト
ル
コ
共
和

国
の
よ
う
な
世
俗
主
義
に
た
ど
り
着
く
こ
と
に
な
り
ま
す（

（
（

。

　

伝
統
主
義
と
近
代
主
義
と
い
う
こ
れ
ら
二
つ
の
方
向
性
は
、
第
二
章
の
「
6
近
世

以
降
の
キ
リ
ス
ト
教
」
で
触
れ
た
、
世
俗
化
に
対
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
二
つ
の
反
応
、

fundam
entalism

とm
odernism

に
も
対
比
さ
れ
る
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
も
っ
と



比
較
宗
教
学
講
義
Ⅲ
―
―
イ
ス
ラ
ム
教

二
〇

も
、
キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
は
、
世
俗
化
の
進
展
と
い
う
西
欧
社
会
内
部
の
問
題
の
み
へ
の

対
応
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
イ
ス
ラ
ム
世
界
は
、
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
西
欧

に
よ
る
帝
国
主
義
的
抑
圧
へ
の
対
応
と
い
う
外
在
的
要
因
が
大
き
く
作
用
す
る
だ
け
に
、

そ
の
対
応
は
困
難
を
き
わ
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
現
実
に
は
、
こ
の
伝
統
主
義
と
近
代

主
義
と
い
う
二
つ
の
方
向
性
が
複
雑
に
絡
み
合
い
な
が
ら
、
近
現
代
の
イ
ス
ラ
ム
の
あ
り

方
を
規
定
し
て
い
く
の
で
す
。

　

最
後
に
、
次
節
「
6
現
代
の
イ
ス
ラ
ム
」
で
の
議
論
の
前
提
と
し
て
、
今
し
も
触
れ
た
、

オ
ス
マ
ン
帝
国
の
解
体
に
つ
い
て
一
瞥
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　

右
に
示
し
た
の
は
、
現
代
の
中
東
の
地
図
で
す
。
一
九
七
九
年
の
イ
ラ
ン
・
イ
ス
ラ
ム

革
命
以
来
、
多
く
の
戦
争
・
内
戦
・
テ
ロ
が
続
く
激
動
の
現
場
で
す
が
、
一
八
頁
の
「
中

東
諸
国
と
周
辺
の
国
々
」
の
地
図
か
ら
も
分
る
と
お
り
、
イ
ラ
ン
を
除
く
こ
の
地
域
は

オ
ス
マ
ン
帝
国
の
支
配
下
に
置
か
れ
、
柔
軟
な
統
治
シ
ス
テ
ム
の
も
と
で
多
民
族
・
多
宗

教
（
イ
ス
ラ
ム
教
、
ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト
教
（
が
モ
ザ
イ
ク
状
に
共
存
し
て
い
ま
し
た
。

一
九
世
紀
以
降
、
そ
れ
が
英
仏
伊
に
よ
っ
て
徐
々
に
植
民
地
化
さ
れ
て
い
き
、
最
終
的
に

は
一
九
一
六
年
の
「
サ
イ
ク
ス
・
ピ
コ
協
定
」
と
い
う
英
仏
露
の
秘
密
協
定
に
基
づ
き
、

第
一
次
大
戦
後
、
ト
ル
コ
共
和
国
以
外
は
完
全
に
植
民
地
化
さ
れ
て
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
は

解
体
し
ま
す
。
ヨ
ル
ダ
ン
、
パ
レ
ス
チ
ナ
／
イ
ス
ラ
エ
ル
、
イ
ラ
ク
は
イ
ギ
リ
ス
領
、
シ

リ
ア
と
レ
バ
ノ
ン
は
フ
ラ
ン
ス
領
と
な
る
の
で
す
が
、
そ
の
境
界
線
は
、
各
地
域
の
事
情

や
住
民
の
意
志
と
は
ま
っ
た
く
無
関
係
に
、
英
仏
が
み
ず
か
ら
の
利
害
に
基
づ
い
て
恣
意

的
に
決
定
し
た
も
の
で
し
た
。
こ
の
た
め
、
第
二
次
大
戦
後
、
こ
れ
ら
の
植
民
地
が
独
立

し
て
国
民
国
家
を
形
成
す
る
と
き
に
も
、
民
族
、
宗
派
、
文
化
等
が
複
雑
に
入
り
組
ん
だ

状
態
の
ま
ま
、
国
家
の
統
一
性
を
維
持
す
る
に
は
き
わ
め
て
困
難
な
状
況
が
残
さ
れ
た
の

で
す
。
こ
の
よ
う
な
帝
国
主
義
の
残
滓
が
、
今
に
続
く
こ
の
地
域
の
混
乱
―
―
ク
ル
ド
や

パ
レ
ス
チ
ナ
、
イ
ラ
ク
や
Ｉ
Ｓ
等
の
問
題
―
―
の
大
き
な
要
因
を
構
成
し
て
い
る
の
で
す（

（
（

。

註（
1
（�

こ
の
節
の
記
述
は
主
に
、
小
杉
泰
編
『
宗
教
の
世
界
史
12�

イ
ス
ラ
ー
ム
の
歴
史
2
―
―
イ

ス
ラ
ー
ム
の
拡
大
と
変
容
』（
山
川
出
版
社
、2010

（、
末
近
浩
太
『
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
―
―

も
う
一
つ
の
近
代
を
構
想
す
る
』（
岩
波
新
書
、2018

（、
さ
ら
に
大
塚
和
夫
ほ
か
編
『
岩
波

イ
ス
ラ
ー
ム
辞
典
』（
岩
波
書
店
、2002

（
に
よ
っ
て
い
る
。

（
2
（�「
イ
ス
ラ
ム
世
界
」
と
い
う
表
現
を
め
ぐ
っ
て
は
、
こ
の
概
念
自
体
が
近
代
西
欧
に
お
い
て

創
出
さ
れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
と
し
て
そ
の
用
法
を
批
判
的
に
吟
味
す
る
議
論
も
あ
る

（
羽
田
正
『〈
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
〉
と
は
何
か
―
―
「
新
し
い
世
界
史
」
を
描
く
』［
東
京
大
学

出
版
会
、2005

：
講
談
社
学
術
文
庫
、2021

］（。

（
3
（�

も
っ
と
も
、
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
の
汎
イ
ス
ラ
ム
主
義
は
、
あ
く
ま
で
イ
ス
ラ
ム
の
枠
内
で
の
改

革
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
は
、
西
欧
流
の
政
教
分
離
を
前
提
と
し
た
ト
ル
コ

共
和
国
の
世
俗
主
義
と
は
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
4
（�

こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
董
『
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
解
体
―
―
文
化
世
界
と
国
民
国

家
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、2018

（
を
参
照
の
こ
と
。

6
現
代
の
イ
ス
ラ
ム

　

通
常
、「
現
代
」
は
、
第
二
次
大
戦
以
後
の
時
代
の
こ
と
を
指
し
ま
す
。
こ
こ
で
は
、

イ
ス
ラ
ム
世
界
に
つ
い
て
、
戦
後
の
経
過
を
簡
単
に
辿
り
、
と
り
わ
け
一
九
七
〇
年
代
以

末
近
浩
太
『
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
―
―

も
う
一
つ
の
近
代
を
構
想
す
る
』（
岩
波
新
書
、（0（（

、p.IX

（よ
り



二
一

人
間
科
学
部
紀
要

　
第
六
号

　
二
〇
二
三
年
三
月

降
の
中
東
を
中
心
に
、
イ
ス
ラ
ム
主
義
と
ジ
ハ
ー
ド

主
義
の
動
向
を
俯
瞰
し
な
が
ら
、
そ
の
問
題
点
を
考

え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す（

（
（

。

　

一
九
世
紀
以
来
の
西
欧
に
よ
る
イ
ス
ラ
ム
世
界
の

植
民
地
化
は
第
二
次
大
戦
を
契
機
に
終
り
を
告
げ
、

戦
後
、
イ
ス
ラ
ム
世
界
に
属
す
る
多
く
の
国
々
が
政

治
的
に
独
立
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
そ

れ
ら
の
国
々
は
、
一
九
六
〇
年
代
ま
で
は
、
ソ
連
を

中
心
と
し
た
共
産
主
義
・
社
会
主
義
陣
営
と
、
ア
メ

リ
カ
を
中
心
と
し
た
資
本
主
義
・
自
由
主
義
陣
営
と

が
対
立
す
る
冷
戦
構
造
の
な
か
で
、
基
本
的
に
世
俗

的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
や
社
会
主
義
を
標
榜
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
世
界
的
に
見
て
も
世
俗
化
が
進
展

し
て
い
く
な
か
で
、
イ
ス
ラ
ム
は
近
代
化
＝
西
欧
化

を
妨
げ
る
阻
害
要
因
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
の
が
、

一
般
的
で
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
一
九
七
〇
年
代
に
な
る
と
、
状
況
は
変

化
し
て
い
き
ま
す
。「
イ
ス
ラ
ム
復
興
」
な
い
し
は

「
イ
ス
ラ
ム
主
義
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
流
れ
が
顕

著
と
な
っ
て
く
る
の
で
す
。
関
連
す
る
略
年
表
を
示

し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　

以
下
、
各
項
目
を
簡
単
に
説
明
し
て
お
き
ま
す
。

　

一
九
四
八
年
の
イ
ス
ラ
エ
ル
建
国
以
来
、
ア
ラ
ブ

諸
国
と
イ
ス
ラ
エ
ル
の
あ
い
だ
で
は
何
度
も
武
力
衝

突
が
く
り
返
さ
れ
、
戦
力
で
圧
倒
す
る
イ
ス
ラ
エ

ル
が
優
位
を
占
め
て
き
ま
し
た（

（
（

。
第
四
次
中
東
戦

争
に
お
け
る
ア
ラ
ブ
諸
国
の
敗
北
に
端
を
発
し
た

一
九
七
三
年
の
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
は
、
サ
ウ
デ
ィ
ア

ラ
ビ
ア
な
ど
ア
ラ
ブ
の
産
油
国
に
よ
る
原
油
価
格
の

大
幅
な
値
上
げ
が
引
金
と
な
っ
た
世
界
的
な
経
済
危

機
で
し
た
。
こ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
原
油
市
場
を
支
配
し
て
い
た
欧
米
の
国
際
石
油
資
本

（
メ
ジ
ャ
ー
（
か
ら
、
ア
ラ
ブ
の
産
油
国
が
原
油
価
格
決
定
の
主
導
権
を
奪
い
取
っ
た
こ

と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
近
代
以
降
、
イ
ス
ラ
ム
世
界
が
は
じ
め
て
西
欧
世
界
に
一
矢
報

い
た
歴
史
的
事
件
と
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す（

（
（

。

　

一
九
七
九
年
の
イ
ラ
ン
・
イ
ス
ラ
ム
革
命
で
は
、
強
権
的
で
世
俗
主
義
の
親
米
王
制
パ

フ
ラ
ヴ
ィ
ー
朝
を
、
ウ
ラ
マ
ー
で
あ
る
ル
ー
ホ
ッ
ラ
ー
・
ホ
メ
イ
ニ
ー
（1902-89

（
が

中
心
と
な
っ
て
打
倒
し
、
イ
ラ
ン
・
イ
ス
ラ
ム
共
和
国
が
樹
立
さ
れ
ま
す
。
こ
こ
に
、
イ

ス
ラ
ム
を
原
理
と
し
た
近
代
国
家
が
は
じ
め
て
成
立
し
た
の
で
あ
り
、
イ
ス
ラ
ム
世
界
に

と
っ
て
は
ま
さ
に
画
期
的
な
出
来
事
で
し
た
。
こ
れ
を
契
機
に
、
イ
ス
ラ
ム
世
界
全
体

に
、
イ
ス
ラ
ム
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
へ
の
回
帰
を
め
ざ
す
、「
イ
ス
ラ
ム
主
義
」「
イ
ス

ラ
ム
復
興
」
の
機
運
が
高
ま
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す（

（
（

。

　

と
こ
ろ
で
同
じ
一
九
七
九
年
に
、
当
時
の
ソ
連
が
、
イ
ラ
ン
の
隣
国
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン

に
侵
攻
し
た
の
は
、
自
国
内
の
ム
ス
リ
ム
に
イ
ス
ラ
ム
革
命
が
波
及
す
る
こ
と
を
恐
れ
て

の
こ
と
だ
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
逆
に
、
無
神
論
者
の
共
産
主
義
者
を
撃
退
す
べ
く
、

ム
ジ
ャ
ー
ヒ
デ
ィ
ー
ン
（
ジ
ハ
ー
ド
を
遂
行
す
る
者
（
と
呼
ば
れ
る
ム
ス
リ
ム
義
勇
兵
を

結
集
さ
せ
る
結
果
に
な
り
、
一
〇
年
間
の
泥
沼
の
長
期
戦
の
果
て
に
、
ソ
連
は
撤
退
せ
ざ

る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
ム
ジ
ャ
ー
ヒ
デ
ィ
ー
ン
の
な
か
に
は
、
後
に
九
・
一
一
同

時
多
発
テ
ロ
の
首
謀
者
と
な
る
、
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
出
身
の
ウ
サ
ー
マ
・
ビ
ン
・
ラ
ー

デ
ィ
ン
（1957-2011

（
も
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

　

当
時
は
冷
戦
の
末
期
で
あ
っ
た
た
め
に
、
ム
ジ
ャ
ー
ヒ
デ
ィ
ー
ン
に
は
、
ア
メ
リ
カ

が
、
ソ
連
に
対
抗
す
べ
く
武
器
や
資
金
を
積
極
的
に
提
供
し
た
の
で
す
が
、
そ
の
ア
メ
リ

カ
は
、
一
九
九
一
年
、
イ
ラ
ク
の
独
裁
者
サ
ダ
ム
・
フ
セ
イ
ン
（1937-2006

（
が
ク
エ

ー
ト
に
侵
攻
し
た
の
を
き
っ
か
け
に
、
多
国
籍
軍
の
中
心
と
な
っ
て
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア

に
駐
留
し
、
湾
岸
戦
争
を
引
き
起
こ
し
ま
す
。

　

イ
ス
ラ
ム
の
聖
域
に
異
教
徒
の
ア
メ
リ
カ
軍
が
足
を
踏
み
入
れ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
と

な
っ
て（

（
（

、
ビ
ン
・
ラ
ー
デ
ィ
ン
は
反
米
路
線
に
転
じ
、
み
ず
か
ら
結
成
し
た
武
装
組
織
ア

ル
カ
イ
ダ
に
よ
り
、
一
九
九
〇
年
代
、
各
地
の
米
軍
施
設
や
米
大
使
館
に
テ
ロ
を
試
み
ま

す
。
そ
の
頂
点
が
、
ハ
イ
ジ
ャ
ッ
ク
し
た
旅
客
機
二
機
を
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
国
際
貿
易
セ

ン
タ
ー
ビ
ル
に
突
っ
込
ま
せ
て
、
三
〇
〇
〇
人
近
い
死
者
を
出
し
た
、
二
〇
〇
一
年
の

九
・
一
一
同
時
多
発
テ
ロ
だ
っ
た
の
で
す
。
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そ
の
後
、
当
時
の
ジ
ョ
ー
ジ
・
ブ
ッ
シ
ュ
米
大
統
領
（
共
和
党
、
任
期2001-09

（
の

「
テ
ロ
と
の
戦
い
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
、
ビ
ン
・
ラ
ー
デ
ィ
ン
を
か
く
ま
っ
て
い
る

と
み
な
さ
れ
た
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
タ
リ
バ
ー
ン
へ
の
攻
撃
（2001

（、
さ
ら
に
は
イ
ラ

ク
の
独
裁
者
サ
ダ
ム
・
フ
セ
イ
ン
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
た
イ
ラ
ク
戦
争
（2003-11

（
へ

と
、
ア
メ
リ
カ
の
軍
事
介
入
は
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
に
応
じ
て
、
ア
ル

カ
イ
ダ
に
代
表
さ
れ
る
「
ジ
ハ
ー
ド
主
義
者（

（
（

」
た
ち
も
、
中
東
の
み
な
ら
ず
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

を
は
じ
め
世
界
各
地
に
テ
ロ
活
動
を
拡
大
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す（

（
（

。

　

一
方
、
二
〇
一
〇
年
の
年
末
に
は
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
で
青
果
商
の
若
者
が
ベ
ン
・
ア
リ
ー

大
統
領
（
任
期1987-2011

（
の
独
裁
政
治
に
抗
議
し
て
焼
身
自
殺
を
図
っ
た
こ
と
が
き

っ
か
け
と
な
っ
て
抗
議
デ
モ
が
広
が
り
、
大
統
領
は
国
外
に
逃
亡
し
て
独
裁
政
権
が
崩
壊

し
ま
し
た
（「
ジ
ャ
ス
ミ
ン
革
命
」（。
そ
の
翌
年
に
か
け
て
、
ア
ラ
ブ
諸
国
の
強
権
的
な

独
裁
政
権
が
、
人
び
と
の
民
主
的
デ
モ
に
よ
っ
て
退
陣
あ
る
い
は
崩
壊
に
負
い
込
ま
れ
る

ケ
ー
ス
が
、
エ
ジ
プ
ト
、
リ
ビ
ア
、
イ
エ
メ
ン
等
で
相
次
ぎ
、
こ
れ
を
「
ア
ラ
ブ
の
春
」

と
呼
び
ま
す
。
い
ず
れ
も
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
を
活
用
し
た
自
然
発
生
的
な
運
動
で
あ

り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
イ
ス
ラ
ム
世
界
の
民
主
化
が
急
速
に
進
展
す
る
か
に
見
え
ま
し
た

が
、
た
と
え
ば
ム
バ
ラ
ク
大
統
領
（
任
期1981-2011

（
退
任
後
の
エ
ジ
プ
ト
の
選
挙
で

選
ば
れ
た
、
ム
ス
リ
ム
同
胞
団（

（
（

出
身
の
ム
ル
シ
ー
大
統
領
（
任
期2012-13

（
は
、
強
引

な
イ
ス
ラ
ム
主
義
的
政
策
が
批
判
を
浴
び
、
軍
の
ク
ー
デ
タ
に
よ
っ
て
失
脚
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。「
ア
ラ
ブ
の
春
」
の
い
ず
れ
の
ケ
ー
ス
で
も
、
強
権
的
な
政
権
が
復
活
す
る

結
果
に
な
り
、
イ
ス
ラ
ム
世
界
に
お
け
る
民
主
化
の
道
程
の
難
し
さ
が
あ
ら
た
め
て
浮
き

彫
り
に
さ
れ
た
形
と
な
っ
て
い
ま
す（

9
（

。

　

イ
ラ
ク
戦
争
後
の
こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
イ
ラ
ク
の
サ
ダ
ム
・
フ
セ
イ
ン
の
出

身
母
体
で
あ
っ
た
バ
ア
ス
党
の
残
党
と
、
ア
ル
カ
イ
ダ
の
一
部
の
メ
ン
バ
ー
が
合
流
し
て

結
成
さ
れ
た
過
激
な
ジ
ハ
ー
ド
主
義
の
グ
ル
ー
プ
が
、Islam

ic�State

「
イ
ス
ラ
ム
国（

10
（

」

で
す
。
Ｉ
Ｓ
の
結
成
は
二
〇
〇
六
年
で
す
が
、「
ア
ラ
ブ
の
春
」
以
後
激
化
し
た
シ
リ
ア

内
戦
で
、
独
裁
者
ア
サ
ド
政
権
の
支
配
力
が
及
ば
な
く
な
っ
た
空
隙
を
ぬ
っ
て
シ
リ
ア
・

イ
ラ
ク
国
境
付
近
で
勢
力
を
急
速
に
拡
大
さ
せ
、
二
〇
一
四
年
六
月
、
イ
ラ
ク
第
二
の
都

市
モ
ス
ル
を
占
拠
し
て
国
家
樹
立
を
宣
言
し
た
の
で
す
。
指
導
者
ア
ブ
ー
・
バ
ク
ル
・

ア
ル
＝
バ
グ
ダ
ー
デ
ィ
ー
（1971-2019

（
は
、
み
ず
か
ら
カ
リ
フ
を
名
乗
り
、
中
東
全

域
に
わ
た
る
領
域
の
支
配
を
め
ざ
す
と
公
言
し
ま
す
。
逆
に
言
え
ば
こ
れ
は
、「
サ
イ
ク

ス
・
ピ
コ
協
定
」
に
よ
っ
て
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
解
体
後
に
人
為
的
に
作
り
出
さ
れ
た
西
欧

的
な
国
民
国
家
の
枠
組
み
を
否
定
し
、
新
た
な
イ
ス
ラ
ム
国
家
の
樹
立
を
企
図
す
る
も
の

と
言
え
ま
す
。
Ｉ
Ｓ
の
暴
力
と
不
寛
容
は
従
来
の
ジ
ハ
ー
ド
主
義
者
と
は
比
べ
も
の
に
な

ら
な
い
ほ
ど
過
激
か
つ
残
虐
な
も
の
で
、
ま
た
そ
れ
を
、
鮮
烈
な
画
像
や
映
像
で
発
信
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
注
目
を
集
め
よ
う
と
す
る
姿
勢
も
特
異
な
も
の
で
す（

11
（

。
そ
の
た
め
、
各

国
か
ら
の
集
中
攻
撃
に
さ
ら
さ
れ
て
、
二
〇
一
七
年
に
は
モ
ス
ル
が
イ
ラ
ク
軍
に
よ
り
奪

回
さ
れ
、
二
〇
一
九
年
に
は
指
導
者
の
バ
グ
ダ
ー
デ
ィ
ー
が
ア
メ
リ
カ
軍
の
攻
撃
を
受
け

て
自
殺
し
て
い
ま
す
。
そ
の
勢
力
は
衰
退
に
向
か
っ
て
い
ま
す
が
、
ま
だ
完
全
に
消
滅
し

た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

以
上
、
き
わ
め
て
簡
単
に
で
は
あ
り
ま
す
が
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
の
イ
ス
ラ
ム
世

界
、
と
く
に
中
東
で
の
動
き
を
一
瞥
し
て
き
ま
し
た
。
イ
ラ
ン
・
イ
ス
ラ
ム
革
命
以
降
の

イ
ス
ラ
ム
主
義
の
興
隆
か
ら
は
じ
ま
っ
て
、
ソ
連
や
ア
メ
リ
カ
な
ど
西
欧
か
ら
の
た
び
重

な
る
軍
事
介
入
、
ジ
ハ
ー
ド
主
義
者
に
よ
る
世
界
中
を
巻
き
込
ん
で
の
テ
ロ
活
動
、
民
主

化
運
動
の
動
き
と
相
変
わ
ら
ず
の
強
権
的
な
独
裁
政
治
、
な
か
な
か
出
口
の
見
え
な
い
混

乱
し
た
状
況
が
続
い
て
い
ま
す
。
私
は
国
際
政
治
の
専
門
家
で
も
中
東
地
域
の
専
門
家
で

も
な
い
の
で
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
関
し
て
詳
し
い
解
説
を
加
え
る
資
格
は
な
い
の
で
す

が
、
比
較
宗
教
学
の
視
点
か
ら
、
一
つ
だ
け
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
混

乱
し
た
状
況
を
、
イ
ス
ラ
ム
教
と
い
う
宗
教
の
せ
い
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う

点
で
す
。

　

た
と
え
ば
自
爆
テ
ロ
に
つ
い
て
、
異
教
徒
に
対
す
る
ジ
ハ
ー
ド
で
命
を
落
と
せ
ば
天
国

に
行
け
る
と
い
う
意
味
づ
け
が
さ
れ
て
い
る
、
と
い
っ
た
指
摘
が
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も

そ
れ
は
、
イ
ス
ラ
ム
教
が
自
爆
テ
ロ
を
必
然
的
に
引
き
起
こ
す
よ
う
な
教
え
で
あ
る
と
い

う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
、
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
の
よ
う
な
宗
教
の
教
義
で
あ

っ
て
も
、
自
爆
テ
ロ
を
容
認
す
る
よ
う
な
教
え
を
引
き
出
し
て
く
る
こ
と
は
で
き
る
は
ず

な
の
で
す
。
要
す
る
に
、
宗
教
の
教
え
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な

意
味
づ
け
を
引
き
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
そ
こ
に
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
、
と
私
は
思
い
ま
す
。

　

こ
こ
ま
で
の
ご
く
簡
単
な
説
明
で
も
分
る
と
思
う
の
で
す
が
、
中
東
に
圧
倒
的
に
さ
ま

ざ
ま
な
問
題
が
噴
出
す
る
の
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
一
九
世
紀
以
来
の
西
欧
に
よ
る
イ
ス
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二
〇
二
三
年
三
月

ラ
ム
世
界
の
植
民
地
化
、
石
油
を
め
ぐ
る
利
権
、
あ
る
い
は
第
二
次
大
戦
後
の
東
西
冷
戦

の
構
図
等
々
の
世
界
史
的
な
事
情
が
さ
ま
ざ
ま
に
蓄
積
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
欧
米
諸
国
は
大
量
の
武
器
を
持
ち
込
ん
で
軍
事
介
入
を
繰
り
か

え
し
、
ま
た
そ
う
や
っ
て
持
ち
込
ま
れ
た
武
器
を
手
に
取
っ
て
、
中
東
の
ム
ス
リ
ム
の
人

び
と
も
闘
わ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
状
況
に
追
い
こ
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

　

イ
ス
ラ
ム
教
と
い
う
と
、
自
爆
テ
ロ
と
い
う
言
葉
が
す
ぐ
結
び
つ
い
て
、
だ
か
ら
何
を

考
え
て
い
る
か
よ
く
分
ら
な
い
、
恐
い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
も
つ
人
も
多
い
の
で
は
な
い

か
、
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
偏
っ
た
イ
メ
ー
ジ
は
、
ム
ス
リ
ム
が
火
葬
を

忌
み
嫌
う
理
由
を
わ
れ
わ
れ
が
知
ら
な
か
っ
た
よ
う
に
、
イ
ス
ラ
ム
教
に
対
す
る
無
知
や

無
関
心
に
起
因
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
よ
う

な
無
知
や
無
関
心
を
解
消
す
る
こ
と
に
、
こ
の
授
業
の
学
習
を
少
し
で
も
役
立
て
て
も
ら

え
ば
い
い
、
と
願
っ
て
い
ま
す
。

註（
1
（�

こ
の
節
の
記
述
は
主
に
、
末
近
浩
太
『
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
―
―
も
う
一
つ
の
近
代
を
構
想
す

る
』（
岩
波
新
書
、2018

（、
小
杉
泰
編
『
宗
教
の
世
界
史
12�

イ
ス
ラ
ー
ム
の
歴
史
2
―
―
イ

ス
ラ
ー
ム
の
拡
大
と
変
容
』（
山
川
出
版
社
、2010

（、
さ
ら
に
大
塚
和
夫
ほ
か
編
『
岩
波
イ

ス
ラ
ー
ム
辞
典
』（
岩
波
書
店
、2002

（
に
よ
っ
て
い
る
。

（
2
（�

イ
ス
ラ
エ
ル
と
、
ア
ラ
ブ
人
に
よ
る
パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
区
と
の
軋
轢
は
、
複
雑
な
経
緯
を
辿

り
、
い
わ
ゆ
る
パ
レ
ス
チ
ナ
問
題
と
し
て
未
解
決
の
ま
ま
で
あ
る
。
自
治
区
内
部
で
も
現
在

は
、
世
俗
主
義
で
穏
健
派
の
フ
ァ
タ
ハ
と
、
ガ
ザ
地
区
を
拠
点
と
す
る
急
進
的
な
イ
ス
ラ
ム

主
義
組
織
ハ
マ
ス
と
の
路
線
対
立
が
続
い
て
い
る
。

（
3
（�

ち
な
み
に
、
教
会
へ
の
出
席
率
や
意
識
調
査
に
現
わ
れ
る
宗
教
へ
の
関
心
は
、
世
界
的
に
見

て
そ
れ
ま
で
ず
っ
と
低
下
し
続
け
て
い
た
の
だ
が
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク

を
境
に
低
落
傾
向
に
歯
止
め
が
か
か
り
、
あ
る
い
は
上
昇
に
転
じ
る
と
い
う
現
象
が
見
ら
れ

る
。
そ
れ
ま
で
の
世
俗
化
傾
向
が
、
宗
教
回
帰
に
転
じ
た
の
だ
と
見
る
研
究
者
も
多
い
。
も

と
よ
り
、
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
と
の
因
果
関
係
は
明
確
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
こ
れ
以
降
、

非
合
理
的
な
も
の
へ
の
関
心
が
世
界
中
で
増
大
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

（
4
（�

た
と
え
ば
、
よ
く
指
摘
さ
れ
る
こ
と
だ
が
、
と
く
に
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
ム
ス
リ
ム
の
女

性
で
、
ム
ス
リ
ム
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
表
わ
す
象
徴
と
し
て
、
ヒ
ジ
ャ
ー
ブ
な

ど
と
呼
ば
れ
る
ヴ
ェ
ー
ル
や
ス
カ
ー
フ
を
積
極
的
に
身
に
つ
け
る
人
が
増
え
て
き
た
と
い
う
。

（
5
（�

も
っ
と
も
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
の
従
来
か
ら
の
中
東
政
策
に
不
満
が
あ
っ
た
た

め
と
も
見
ら
れ
る
。

（
6
（�

以
前
は
「
イ
ス
ラ
ム
原
理
主
義
者
」「
イ
ス
ラ
ム
過
激
派
」
等
の
呼
称
も
用
い
ら
れ
た
が
、

近
年
は
「
ジ
ハ
ー
ド
主
義
者
」
の
呼
称
を
用
い
る
の
が
一
般
的
と
な
っ
て
い
る
。

（
7
（�

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
中
心
に
「
ジ
ハ
ー
ド
主
義
者
」
の
テ
ロ
が
拡
散
し
て
い
っ
た
背
景
に
は
、

二
〇
世
紀
末
以
降
ム
ス
リ
ム
系
移
民
が
増
加
し
、
し
か
も
移
民
先
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
お

い
て
社
会
的
・
経
済
的
に
疎
外
さ
れ
た
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
現
状
が
あ
る
。

�

　

ま
た
、
テ
ロ
―
―
テ
ロ
リ
ズ
ム
（terrorism

（
の
略
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
後
の
い
わ
ゆ
る
恐

怖
政
治
が
発
端
に
な
っ
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
言
葉
。
相
手
にterror

（
恐
怖
（
を

与
え
る
こ
と
で
み
ず
か
ら
の
政
治
的
主
張
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
試
み
の
こ
と
を
指
し
て
い

た
―
―
と
戦
争
と
の
違
い
に
関
し
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
あ
り
う
る
が
、
一
般
に
は
、

戦
争
は
国
家
間
の
、
い
わ
ば
正
規
の
公
的
な
暴
力
行
使
で
あ
っ
て
、
そ
の
正
当
性
は
国
家
権

力
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
テ
ロ
は
、
い
わ
ば
私
的
な
暴
力
行
使
で
あ
っ

て
、
犯
罪
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
行
為
そ
の
も
の
を
取
り
出
し
て
み

れ
ば
、
い
ず
れ
も
本
来
正
当
化
し
え
な
い
暴
力
行
為
で
あ
る
こ
と
に
違
い
は
な
い
。
テ
ロ
と

い
う
呼
称
は
、
国
家
権
力
の
側
に
立
つ
者
が
貼
る
恣
意
的
な
レ
ッ
テ
ル
と
し
て
の
性
格
が
強

い
。
ブ
ッ
シ
ュ
の
い
わ
ゆ
る
「
テ
ロ
と
の
戦
い
」
は
、
ア
メ
リ
カ
と
い
う
巨
大
な
国
家
権
力

に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
た
、
そ
の
実
、
犯
罪
的
な
テ
ロ
行
為
に
す
ぎ
な
い
、
と
見
る
こ
と
も
十

分
可
能
だ
ろ
う
。

（
8
（�

ム
ス
リ
ム
同
胞
団
は
、
エ
ジ
プ
ト
で
一
九
二
八
年
に
結
成
さ
れ
た
、
イ
ス
ラ
ム
主
義
の
草
分

け
的
な
団
体
で
、
穏
健
な
立
場
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
活
動
を
地
道
に
継
続
し
て
き
て
い
る

の
だ
が
、
ナ
セ
ル
大
統
領
（
任
期1958-70

（
を
は
じ
め
と
し
た
エ
ジ
プ
ト
の
強
権
的
な
政
権

か
ら
た
び
重
な
る
弾
圧
を
受
け
て
い
る
。
現
在
も
弾
圧
下
に
あ
る
。

（
9
（�

そ
の
背
景
に
は
、
欧
米
諸
国
や
ロ
シ
ア
、
中
国
な
ど
の
介
入
・
影
響
力
行
使
の
み
な
ら
ず
、

い
わ
ゆ
る
地
域
大
国
と
し
て
の
ト
ル
コ
、
イ
ラ
ン
、
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
、
エ
ジ
プ
ト
、
さ

ら
に
は
イ
ス
ラ
エ
ル
な
ど
も
含
め
た
パ
ワ
ー
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
が
大
き
く
作
用
し
て
い
る
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

（
10
（�

活
動
の
時
期
に
よ
っ
て
呼
称
が
変
わ
る
が
、
こ
こ
で
はIslam

ic�State

「
イ
ス
ラ
ム
国
」
で

統
一
し
て
お
く
。

�

　

ち
な
み
に
、
イ
ラ
ク
戦
争
以
来
、
に
わ
か
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
シ

ー
ア
派
と
ス
ン
ナ
派
と
の
宗
派
対
立
も
、
ジ
ハ
ー
ド
主
義
に
よ
っ
て
新
た
に
構
築
さ
れ
た
も

の
と
さ
れ
る
（
末
近
前
掲
書
、pp.180-184

（。

（
11
（�「
イ
ス
ラ
ム
国
」
に
つ
い
て
、
政
治
学
の
視
点
か
ら
鋭
利
な
分
析
を
加
え
た
書
物
と
し
て
、

池
内
恵
『
イ
ス
ラ
ー
ム
国
の
衝
撃
』（
文
春
新
書
、2015

（
を
挙
げ
て
お
く
。
た
だ
、
こ
の
書
物
、

現
状
分
析
は
き
わ
め
て
鮮
や
か
な
の
だ
が
、
欧
米
に
よ
る
植
民
地
主
義
的
支
配
構
造
を
不
問

に
付
し
た
ま
ま
、
筆
者
自
身
の
西
欧
近
代
至
上
主
義
と
も
言
う
べ
き
ス
タ
ン
ス
を
ま
っ
た
く

相
対
化
で
き
て
い
な
い
保
守
主
義
的
な
姿
勢
に
は
、
疑
問
を
禁
じ
得
な
い
。



比
較
宗
教
学
講
義
Ⅲ
―
―
イ
ス
ラ
ム
教

二
四

資
料

�

井
筒
俊
彦
訳
『
コ
ー
ラ
ン
』
上
中
下
、
岩
波
文
庫
、
一
九
六
四
年

�

（
節
番
号
は
カ
イ
ロ
版
に
よ
る
（

二　

牝
牛
―
―
メ
デ
ィ
ナ
啓
示
、
全
二
八
六
節

一
六
三

汝
ら
の
神
は
唯
一
な
る
神
。
そ
の
ほ
か
に
神
は
絶
対
に
な
い
。
慈
悲
深
く
、
慈

愛
あ
ま
ね
き
御
神
。

一
六
四

ま
こ
と
に
天
と
地
の
創
造
の
裡う

ち

に
、
夜
と
昼
と
の
交
替
の
裡
に
、
人
々
に
益
な

す
荷
を
積
ん
で
海
原
を
逝ゆ

く
舟
の
裡
に
、
そ
し
て
ま
た
ア
ッ
ラ
ー
が
空
か
ら
水
を
降

ら
せ
て
枯
死
し
た
大
地
を
蘇
生
さ
せ
、
そ
こ
に
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
け
だ
も
の
を
播ま

き

散
ら
す
、
そ
の
（
雨
（
の
裡
に
、
風
の
吹
き
変
り
の
裡
に
、
天
と
地
の
間
に
あ
っ
て

賦ぶ

役や
く

す
る
雲
の
裡
に
、
頭
の
働
く
人
な
ら
ば
（
神
の
（
徴し

る
しを

（
読
み
と
る
こ
と
が
で

き
る
（
は
ず
。

六　

家
畜
―
―
メ
ッ
カ
啓
示
、
全
一
六
五
節

七
二

彼
（

ア
ッ

ラ
ー

（
こ
そ
は
真ま

こ
と実

を
も
っ
て
天
と
地
と
を
創
り
給
う
た
お
方
。
た
だ
「
な
れ
」

と
ひ
と
言
仰
し
ゃ
っ
た
そ
の
日
、（
天
地
は
（
出
来
上
っ
た
。

七
三

そ
の
御
言
葉
は
真

理
。（
天
上
の
（
喇ら

つ

叭ぱ

が
一
吹
き
奏
さ
れ
る
そ
の
日
（　
　

（、
一
切
の
権
能
は
そ
の

御
手
に
帰
す
。
不
可
視
界
、
可
視
界
ふ
た
つ
な
が
ら
に
知ち

悉し
つ

し
給
う
。
ま
こ
と
に
限

り
な
き
智
恵
と
知
識
を
そ
な
え
給
う
。

三
二　

跪
拝
―
―
メ
ッ
カ
啓
示
、
全
三
〇
節

四
ア
ッ
ラ
ー
こ
そ
は
、
天
と
地
と
、
そ
の
間
に
あ
る
一
切
の
も
の
を
六
日
間
で
創
り

上
げ
、
そ
れ
か
ら
玉
座
に
ど
っ
か
と
腰
下
ろ
し
給
う
た
お
方
。
お
前
た
ち
、
ほ
か
に

は
世
話
人
も
な
け
れ
ば
取
り
な
し
す
る
者
も
な
い
は
ず
。
そ
こ
に
ど
う
し
て
気
が
つ

か
な
い
の
か
。

四
二　

相
談
―
―
メ
ッ
カ
啓
示
、
全
五
三
節

一
一

天
と
地
を
無
か
ら
創
り
出
し
、
お
前
た
ち
（

人間

（
に
も
男
女
の
番つ

が
い、

家
畜
に
も
牡

牝
の
番
を
作
っ
て
、
そ
れ
で
子
孫
を
殖
や
せ
る
よ
う
に
し
て
下
さ
っ
た
お
方
。
こ
ん

な
お
方
は
ほ
か
に
は
な
い
。
耳
敏
く
何
か
ら
何
ま
で
見
透
し
給
う
。

一
二

天
と
地
の

鍵
を
御
手
に
持
っ
て
、
思
い
の
ま
ま
に
誰
に
で
も
日
々
の
糧
（
の
袋
を
（
拡
げ
た
り

緊
め
た
り
し
給
う
。
ま
こ
と
、
全
知
に
お
わ
し
ま
す
。

五
九　

追
放
―
―
メ
デ
ィ
ナ
啓
示
、
全
二
四
節

二
四

こ
れ
ぞ
こ
れ
ア
ッ
ラ
ー
、
万
有
を
創
造
し
、
創
始
し
、
形
成
す
る
お
方
。
あ
ら

ゆ
る
最
高
の
美
名
を
一
身
に
集
め
給
う
。
天
に
あ
る
も
の
、
地
に
あ
る
も
の
、
す
べ

て
声
た
か
ら
か
に
讃
美
し
奉
る
。
あ
あ
限
り
な
く
偉
大
、
限
り
な
く
賢
い
御
神
よ
。

八
二　

避
け
割
れ
る
―
―
メ
ッ
カ
啓
示
、
全
一
九
節

　

慈
悲
ふ
か
く
慈
愛
あ
ま
ね
き
ア
ッ
ラ
ー
の
御
名
に
お
い
て
…
…

一
大
空
の
避
け
割
れ
る
時
、

二
星
々
の
追
い
散
ら
さ
れ
る
時
、

三
四よ

方も

の
海
、
か
た
み
に
ど
う

0

0

と
注
ぎ
込
む
時
、

四
す
べ
て
の
墓
が
発あ

ば

か
れ
る
（　
　
　
　

（
時
、

五
ど
の
魂
も
己
が
所
業
（
の
結
末
（
を
知
る
で
あ
ろ
う
ぞ
、
為し

た
こ
と
も
、
為し

残の
こ

し

た
こ
と
も
。

六
こ
れ
、
人
間
よ
、
そ
も
何
も
の
に
謀た

ば
から

れ
て
、
か
く
も
貴
き
己
が
主し

ゆ

に
（
背
く
（

の
か
。

七
汝
を
創
造
し
、
形
よ
く
と
と
の
え
、
釣
合
わ
せ
（

四
肢
を
左
右
均

等
に
配
分
し

（、
八

御み

心こ
こ
ろど

お

り
の
姿
に
汝
を
組
立
て
て
下
さ
っ
た
お
方
に
。

九
い
や
、
い
や
、
お
前
た
ち
、
ど
こ
ま
で
も
お
裁
き
（

最
後
の

審
判

（
を
嘘
と
言
い
張
る
。

一
〇

だ
が
、
お
前
た
ち
に
は
番
人
が
つ
け
て
あ
る
、

最
後
の
審

判
の
日

復
活
で
死
者
が
出

て
来
る
の
で
あ
る



二
五

人
間
科
学
部
紀
要

　
第
六
号

　
二
〇
二
三
年
三
月

一
一

い
と
も
貴
い
記
録
掛
り
（

各
人
の
行
動
を

記
録
す
る
天
使

（
が
。

一
二

お
前
ら
の
す
る
こ
と
は
す
っ
か
り
知
っ
て
い
る
。

一
三

義た
だ

し
い
信
者
は
至
福
の
園そ

の

（　
（
に
、

一
四

極
道
者
は
火
の
竃か

ま

に
。

一
五

裁
き
の
日
に
は
丸
焼
き
と
な
り
、

一
六

抜
け
出
そ
う
と
て
そ
う
は
い
か
ぬ
。

一
七

裁
き
の
日
と
は
そ
も
な
ん
ぞ
や
と
な
ん
で
知
る
。

一
八

さ
さ
、
裁
き
の
日
と
は
何
ぞ
や
と
な
ん
で
知
る
。

一
九

誰
も
が
誰
の
面
倒
見
て
や
り
よ
う
も
な
い
（

親
子
兄
弟
の
間
で
す
ら
、
自
分
の
こ
と
で

手
一
杯
で
、
他
を
顧
み
る
余
裕
な
ど
な
い

（
日
。
そ
の

日
こ
そ
、
す
べ
て
の
主
権
は
ア
ッ
ラ
ー
の
御み

手て

に
。

一
七　

夜
の
旅
―
―
メ
ッ
カ
啓
示
、
全
一
一
一
節

　
二
二

ア
ッ
ラ
ー
と
一
緒
に
ほ
か
の
神
を
立
て
た
り
し
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
の
よ
う
な

こ
と
を
す
る
と
、
叱
責
さ
れ
、
見
棄
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
ぞ
。

二
三

お
前
た
ち
（
ア

ッ
ラ
ー
（
以
外
の
何
者
も
崇
め
て
は
な
ら
ぬ
と
主
の
き
つ
い
お
達
し
が
あ
っ
た
。
そ

れ
か
ら
ま
た
自
分
の
両
親
に
は
、
そ
の
一
方
、
ま
た
は
両
方
と
も
お
前
の
と
こ
ろ
で

老
齢
に
達
し
た
場
合
、
で
き
る
だ
け
優
し
く
い
た
わ
っ
て
や
る
よ
う
に
と
。
決
し
て

親
に
向
っ
て
「
ち
え
ッ
」
な
ど
と
言
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
言
葉
荒
ら
ら
げ
て
叱
っ
た
り

し
て
は
な
ら
ぬ
。
丁
寧
な
言
葉
づ
か
い
で
話
し
か
け
よ
。

二
四

そ
し
て
、
優
し
い
あ

わ
れ
み
の
心
で
、
従
順
の
翼
を
そ
っ
と
二
人
の
頭
上
に
降
ろ
し
て
や
る
よ
う
。「
主

よ
、
な
に
と
ぞ
、
こ
の
二
人
に
あ
わ
れ
み
を
垂
れ
給
え
、
幼
い
頃
、
二
人
が
私
を
大

事
に
育
て
て
く
れ
ま
し
た
よ
う
に
」
と
祈
っ
て
や
る
よ
う
。

　
二
五

も
し
お
前
た
ち
が
義
し
い
人
間
で
あ
れ
ば
、
神
様
は
お
前
た
ち
の
心
の
中
を

よ
く
御
存
知
。
悔
い
改
め
て
帰
っ
て
来
る
人
々
に
た
い
し
て
は
、
す
べ
て
を
こ
こ
ろ

よ
く
赦
し
給
う
。

　
二
六

そ
れ
か
ら
、
近
親
の
者
に
や
る
べ
き
も
の
は
き
ち
ん
と
や
ら
な
く
て
は
い
け

な
い
、
ま
た
貧
者
や
道
の
子
（　
（
た
ち
に
も
。
た
だ
し
、
無
駄
金
は
使
わ
ぬ
よ
う
。

二
七

無
駄
使
い
す
る
人
間
は
シ
ャ
イ
タ
ー
ン
（

サ
タ

ン

（
ど
も
の
同は

ら

胞か
ら

だ
。
シ
ャ
イ
タ
ー

ン
は
神
様
に
た
い
し
て
罰
当
り
な
こ
と
ば
か
り
す
る
者
だ
。

　
二
八

だ
が
も
し
そ
う
い
う
人
た
ち
（

近
親
、
貧
者
、
旅
人
な
ど
、
こ
ち
ら
か
ら
物

を
恵
ん
で
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
々

（
か
ら
（
や
む
な
く
（

顔
を
そ
む
け
（

現
在
、
持
ち
あ
わ

せ
が
な
い
た
め
に

（
て
、
ひ
た
す
ら
主
の
お
な
さ
け
に
お
頼
り
し
、
お
願
い

す
る
よ
う
な
場
合
に
は
、（
せ
め
て
（
や
さ
し
い
言
葉
の
一
つ
も
か
け
て
や
る
よ
う

に
せ
よ
。

　
二
九

手
を
頸く

び

に
縛
り
つ
け
た
の
も
い
け
な
い
が
（　
　
　
　
　
　

（、
さ
り
と
て
拡

げ
っ
き
り
に
拡
げ
て
し
ま
う
の
も
い
け
な
い
。
そ
れ
で
は
結
局
、
悪
く
言
わ
れ
た
あ

げ
く
、
無
一
文
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　
三
〇

神
様
は
御
心
の
ま
ま
に
人
に
物
資
を
（
お
授
け
に
な
る
と
き
（
ゆ
る
め
た
り
、

し
め
た
り
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
ま
、
な
ん
と
言
っ
て
も
、
僕し

も
べ（

信徒

（
ら
の
こ
と
に

つ
い
て
は
、
何
か
ら
何
ま
で
御
存
知
で
、
一
切
を
見
透
し
給
う
。

　
三
一

そ
れ
か
ら
、
お
前
た
ち
、
貧
乏
を
恐
れ
て
自
分
の
子
供
を
殺
し
た
り
し
て
は

な
ら
ぬ
（

前
出
、
古
ア
ラ
ビ
ア
で
は
女
の

子
を
埋
め
殺
す
悪
習
が
あ
っ
た

（。
我
ら
（

ア
ッ

ラ
ー

（
が
養
っ
て
や
る
、
子
供
た
ち
も
お
前
た

ち
も
。
子
供
を
殺
す
と
は
、
ま
こ
と
に
、
も
っ
て
の
ほ
か
の
罪
悪
で
あ
る
ぞ
。

　
三
二

そ
れ
か
ら
、
姦
通
に
近
づ
い
て
は
な
ら
ぬ
。
こ
れ
は
実
に
い
ま
わ
し
い
こ
と
、

な
ん
と
悪
い
道
で
あ
る
こ
と
か
。

　
三
三

そ
れ
か
ら
、
正
当
な
理
由
な
く
し
て
人
を
殺
し
て
は
な
ら
ぬ
。
人
殺
し
は
ア

ッ
ラ
ー
の
御ご

法は
つ

度と

。
誰
か
、
不
当
に
殺
さ
れ
た
場
合
は
、
そ
の
後
継
ぎ
の
人
間
に

（
報
復
の
（
権
利
を
認
め
て
お
い
た
。
と
言
う
て
、
む
や
み
や
た
ら
に
殺
す
こ
と
は

な
ら
ぬ
（

報
復
に
も
限

度
が
あ
る

（。
必
ず
（
神
の
（
御
加
護
が
あ
る
。

　
三
四

そ
れ
か
ら
、
孤
児
の
財
産
（
を
管
理
し
て
い
る
場
合
（、
そ
の
子
が
成
年
に
達

す
る
ま
で
は
、
よ
ほ
ど
し
っ
か
り
し
た
口
で
も
な
い
か
ぎ
り
、
そ
れ
に
手
を
つ
け
て

は
な
ら
ぬ
。
総
じ
て
、
契
約
は
履
行
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
契
約
で
は
必
ず
（
審

判
の
日
に
（
尋
問
さ
れ
よ
う
ぞ
。

　
三
五

そ
れ
か
ら
、
量は

か

り
（
売
り
す
る
（
場
合
は
、
量
目
を
た
っ
ぷ
り
量
る
よ
う
。

目
方
を
か
け
る
時
に
は
正
し
い
秤
り
を
使
う
よ
う
。
そ
の
方
が
立
派
だ
し
、
そ
れ
に

結
局
そ
の
方
が
得
に
な
る
（

来
世
で
立
派
な
報
酬

が
い
た
だ
け
る
か
ら

（。

　
三
六

そ
れ
か
ら
、
自
分
に
知
識
の
な
い
も
の
を
追
い
廻
さ
ぬ
よ
う
。
耳
で
聞
く
こ

と
、
目
で
見
る
こ
と
、
心
（
で
思
う
こ
と
（、
こ
う
い
う
も
の
全
部
に
つ
い
て
訊
問

さ
れ
る
か
ら
（

最
後
の
審

判
の
日
に

（。

天国旅人

施
し
を
す
る
際
に
出
し
惜
し

み
す
る
の
も
い
け
な
い
が
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六

　
三
七

そ
れ
か
ら
、
地
上
を
あ
ま
り
い
い
気
に
な
っ
て
闊
歩
す
る
で
な
い
。
別
に
お

前
に
大
地
を
裂
く
ほ
ど
の
（
力
が
あ
る
（
わ
け
で
も
な
し
、
高
い
山
々
の
頂
上
ま
で

登
れ
る
わ
け
で
も
あ
る
ま
い
。

　
三
八

以
上
す
べ
て
は
、
神
様
の
お
目
か
ら
見
て
、
実
に
憎
む
べ
き
悪
事
。

　
三
九

さ
、
こ
れ
が
神
様
か
ら
特
に
汝
（

ム
ハ
ン

マ
ド

（
に
啓
示
さ
れ
た
尊
い
智
恵
。
決
し
て

ア
ッ
ラ
ー
と
一
緒
に
ほ
か
の
神
を
崇
め
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
す
れ

ば
、
責
め
た
て
ら
れ
、
見
離
さ
れ
て
ジ
ャ
ハ
ン
ナ
ム
（　

（
の
中
に
投
げ
込
ま
れ
よ

う
ぞ
。

ゲ
ヘ

ナ


