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は
じ
め
に

二
〇
〇
一
年
三
月
の
タ
リ
バ
ー
ン
に
よ
る
バ
ー
ミ
ヤ
ン
磨
崖

仏
爆
破
事
件
、
さ
ら
に
は
イ
ス
ラ
ー
ム
教
原
理
主
義
グ
ル
ー
プ

に
よ
る
、
と
さ
れ
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ワ
ー
ル
ド
・
ト
レ
ー

ド
・
セ
ン
タ
ー
や
ワ
シ
ン
ト
ン
の
国
防
省
へ
の
旅
客
機
を
用
い

た
自
爆
テ
ロ
、
所
謂
九
・
一
一
事
件
以
降
、
世
界
的
に
イ
ス
ラ

ー
ム
（
原
則
と
し
て
、
宗
教
・
文
化
な
ど
を
含
め
た
場
合
の
表
記
）
が

関
わ
る
紛
争
や
抗
争
事
件
が
従
来
に
ま
し
て
深
刻
に
な
っ
て
き

て
お
り
、
筆
者
に
は
イ
ス
ラ
ー
ム
へ
の
誤
っ
た
認
識
が
、
世
界

中
に
蔓
延
し
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

特
に
、
日
本
に
お
い
て
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
は
も
と
よ
り
、

イ
ス
ラ
ー
ム
文
明
・
文
化
へ
の
歴
史
的
な
接
点
も
殆
ど
な
く
、

従
っ
て
日
本
人
一
般
の
イ
ス
ラ
ー
ム
理
解
は
、
は
な
は
だ
希
薄

連
続
公
開
講
演
会
よ
り

イ
ン
ド
・
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
け
る
寛
容
思
想
の
展
開

―
イ
ン
ド
・
イ
ス
ラ
ー
ム
の
知
的
遺
産
の
今
日
的
意
義

―

保
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俊
司

特
集﹇
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ー
ム
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対
話
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な
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
（
１
）

そ
の
様
な
状
況
下
、
つ
ま
り

世
界
を
揺
さ
ぶ
る
大
事
件
が
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
（
以
後
は
ム
ス

リ
ム
と
表
記
）
と
深
く
関
わ
る
形
で
、
頻
発
し
て
い
る
昨
今
、
日

本
人
の
イ
ス
ラ
ー
ム
理
解
は
、
決
し
て
良
好
と
は
い
え
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

平
均
的
な
日
本
人
の
イ
ス
ラ
ー
ム
情
報
の
入
手
先
は
、
ニ
ュ

ー
ス
メ
デ
ィ
ア
に
そ
の
多
く
を
頼
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
ニ
ュ

ー
ス
が
、
欧
米
の
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
日
本

人
の
イ
ス
ラ
ー
ム
観
の
形
成
に
大
き
な
偏
り
を
生
じ
か
ね
な
い

の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
危
惧
を
筆
者
は
禁
じ
得
な
い
。

そ
こ
で
本
小
論
で
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
に
関
し
て
、
所
謂
イ
ス

ラ
ー
ム
原
理
主
義
勢
力
に
と
か
く
耳
目
が
集
中
し
が
ち
な
ニ
ュ

ー
ス
情
報
と
は
異
な
る
次
元
か
ら
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
寛
容
思
想
、

特
に
多
神
教
徒
と
の
共
存
に
つ
い
て
、
イ
ン
ド
・
イ
ス
ラ
ー
ム

の
知
的
営
み
の
多
様
性
の
一
端
を
紹
介
し
、
と
か
く
対
立
的
に

と
ら
え
ら
れ
が
ち
な
イ
ス
ラ
ー
ム
と
他
の
文
化
・
文
明
と
の
共

存
の
可
能
性
に
つ
い
て
、
イ
ス
ラ
ー
ム
側
か
ら
の
思
想
的
営
み

を
紹
介
す
る
こ
と
と
で
、
日
本
人
の
イ
ス
ラ
ー
ム
観
の
多
様
化

の
一
助
と
し
た
い
。

日
本
人
の
イ
ス
ラ
ー
ム
理
解
に
何
が
必
要
か

イ
ス
ラ
ー
ム
に
馴
染
み
の
薄
い
日
本
人
が
、
イ
ス
ラ
ー
ム
を

理
解
す
る
こ
と
は
、
多
少
の
困
難
を
伴
う
。
そ
れ
は
両
者
に
は

歴
史
的
に
も
、
文
化
的
に
も
相
互
交
流
が
殆
ど
無
か
っ
た
か
ら

ば
か
り
で
は
な
い
。
最
も
大
き
な
問
題
の
一
つ
は
、
イ
ス
ラ
ー

ム
を
生
み
出
し
た
自
然
環
境
等
の
相
違
か
ら
来
る
、
思
想
、
文

化
の
隔
た
り
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
気
候
温
暖
か
つ
湿
潤
な

典
型
的
な
モ
ン
ス
ー
ン
文
化
の
日
本
文
化
に
と
っ
て
、
乾
燥
地

域
の
文
化
を
基
礎
と
し
て
い
る
イ
ス
ラ
ー
ム
の
各
要
素
は
、
理

解
す
る
に
は
両
者
の
違
い
を
根
本
的
な
と
こ
ろ
か
ら
解
き
ほ
ぐ

し
、
そ
の
相
違
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
理
解
の
基
準
点
に
立

つ
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
本
小
論
で
そ
の
多
く
に
触
れ
る
こ
と
は
で
き
な

い
の
で
、
こ
こ
で
は
最
も
基
本
的
な
点
に
つ
い
て
簡
単
に
検
討

す
る
こ
と
に
し
た
い
。

周
知
の
よ
う
に
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
は
典
型
的
な
セ
ム
的
宗
教

に
分
類
さ
れ
る
厳
格
な
一
神
教
の
宗
教
で
あ
る
。
し
か
し
、
日

本
人
に
よ
り
分
か
り
や
す
く
い
え
ば
、
こ
の
一
神
は
単
な
る
唯

インド・イスラームにおける寛容思想の展開39

「東洋学術研究」第45巻第１号



40

一
神
で
は
な
く
、
排
他
的
一
神
、
つ
ま
り
他
の
神
の
存
在
を
認

め
な
い
、
あ
る
い
は
己
の
み
を
神
と
拝
ま
せ
る
神
で
あ
る
。
そ

れ
は
『
旧
約
聖
書
』
の
「
あ
な
た
は
わ
た
し
の
ほ
か
に
な
に
も

の
を
も
神
と
し
て
は
な
ら
な
い
。」（
出
エ
ジ
プ
ト
二
〇
‐
三
）
と

い
う
言
葉
に
顕
著
で
あ
る
。
こ
の
点
『
コ
ー
ラ
ン
』
で
は
「
汝

ら
の
神
は
唯
一
な
る
神
。
そ
の
ほ
か
に
神
は
絶
対
に
な
い
。
」

（『
コ
ー
ラ
ン
』
Ⅱ
‐
一
五
八
）
と
更
に
厳
し
い
指
摘
が
さ
れ
て
い

る
。こ

の
た
め
に
、
神
の
唯
一
性
は
イ
ス
ラ
ー
ム
の
絶
対
前
提
で

あ
り
、
こ
の
点
は
民
族
宗
教
の
ユ
ダ
ヤ
教
は
別
と
し
て
、
同
じ

セ
ム
族
の
宗
教
で
あ
り
な
が
ら
、
三
位
一
体
を
掲
げ
緩
や
か
な

一
神
教
を
奉
ず
る
キ
リ
ス
ト
教
と
一
線
を
画
す
る
。
イ
ス
ラ
ー

ム
の
厳
格
な
唯
一
神
的
発
想
は
、
モ
ン
ス
ー
ン
地
帯
の
既
成
宗

教
と
の
間
で
、
歴
史
的
に
見
て
も
少
な
か
ら
ぬ
軋
轢
を
生
じ
て

き
た
。

（
２
）

た
だ
し
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
中
で
も
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
と
呼
ば
れ

る
イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
集
団
に
お
い
て
は
、
そ
の
問
題
は
緩

和
さ
れ
た
。
そ
の
点
に
関
し
て
は
後
に
検
討
す
る
。

ま
た
、
神
の
世
界
創
造
を
前
提
と
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
の
一
回

起
生
の
世
界
観
は
、
生
命
の
循
環
、
つ
ま
り
生
命
は
繰
り
返
し

つ
つ
変
化
す
る
と
考
え
る
日
本
人
に
は
、
理
解
す
る
こ
と
が
難

し
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
に
伴
い
神
の
絶
対
性
や
峻
厳

な
裁
き
の
神
と
い
う
父
性
的
神
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
多
元
的
で
包

括
的
な
母
性
的
な
神
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
日
本
人
に
は
、
理
解

が
難
し
い
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
等
の
点
は
決
し
て
理
解
で
き
な
い
こ
と
で

は
な
く
、
互
い
の
努
力
に
よ
っ
て
克
服
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ

と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
け
る
寛
容
思
想
の
事
例

以
上
の
よ
う
に
、
日
本
人
に
と
っ
て
イ
ス
ラ
ー
ム
理
解
は
、

基
本
的
な
レ
ベ
ル
か
ら
の
相
違
を
明
確
に
し
、
そ
の
上
で
、
イ

ス
ラ
ー
ム
へ
の
知
識
を
構
築
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
、

筆
者
は
考
え
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
本
小
論
で
扱
う
「
寛
容
」

思
想
に
つ
い
て
も
、
そ
の
思
想
の
異
相
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の

上
で
、
両
者
の
共
通
点
を
見
出
し
た
い
と
考
え
る
。

イ
ス
ラ
ー
ム
の
寛
容
に
つ
い
て
議
論
す
る
時
、
日
本
に
お
い

て
は
し
ば
し
ば
、
オ
ス
マ
ン
・
ト
ル
コ
帝
国
に
お
け
る
宗
教
的
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寛
容
政
策
（
ミ
レ
ッ
ト
制
）
が
、
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
き
た
。

（
鈴
木
董
氏
『
オ
ス
マ
ン
帝
国
』
講
談
社
な
ど
）

確
か
に
、
ミ
レ
ッ
ト
制
は
異
教
徒
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
や

ユ
ダ
ヤ
教
徒
を
ム
ス
リ
ム
と
殆
ど
差
別
な
く
重
用
し
、
ま
た
そ

れ
ら
の
宗
教
と
平
和
的
に
共
存
し
て
き
た
と
い
う
歴
史
的
な
事

実
が
あ
る
。

そ
の
結
果
、
オ
ス
マ
ン
・
ト
ル
コ
の
繁
栄
が
築
か
れ
た
こ
と

も
事
実
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
ミ
レ
ッ
ト
制
で
は
、
日
本

人
の
よ
う
に
、
神
像
（
サ
ナ
ム：

sanam
：
ワ
サ
ンw

asan

）
を
崇
拝

す
る
多
神
教
徒
（
シ
ル
ク：

silku

）
で
あ
る
異
教
徒
と
の
関
係
は
、

説
明
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

な
ぜ
な
ら
ミ
レ
ッ
ト
制
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
対
象
は
、
イ

ス
ラ
ー
ム
の
絶
対
優
位
の
元
に
、
職
能
の
優
秀
さ
を
買
わ
れ
て

奉
仕
す
る
人
々
が
中
心
で
あ
り
、
さ
ら
に
彼
等
は
『
コ
ー
ラ
ン
』

に
お
い
て
「
啓
典
の
民
（A

hl
al-kitab

）」
と
し
て
、
所
謂
異
教
徒

で
は
あ
る
が
、
聖
別
さ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
徒
達
だ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
、
仏
教
、
神
道
の

よ
う
に
『
コ
ー
ラ
ン
』
に
お
い
て
忌
避
さ
れ
た
多
神
教
徒
で
は

な
い
。

つ
ま
り
、
オ
ス
マ
ン
・
ト
ル
コ
帝
国
で
行
な
わ
れ
た
寛
容
政

策
の
基
本
は
、
多
神
教
徒
に
対
す
る
そ
れ
で
は
な
く
、
少
な
く

と
も
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
や
仏
教
や
神
道
の
よ
う
な
多
神
教
を
積
極

的
に
想
定
し
て
は
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
そ

の
寛
容
は
決
し
て
ム
ス
リ
ム
に
与
え
ら
れ
た
も
の
と
同
等
の
扱

い
（
権
利
）
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
の

意
味
で
、
オ
ス
マ
ン
・
ト
ル
コ
帝
国
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
の

寛
容
思
想
は
、
イ
ン
ド
以
東
の
多
神
教
・
聖
像
崇
拝
宗
教
信
徒

に
は
適
応
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
日
本
人
が
イ

ス
ラ
ー
ム
の
寛
容
を
、
こ
の
事
例
に
よ
っ
て
納
得
す
る
こ
と
は

難
し
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
意
味
で
、
本
小
論
で
検
討
す
る
イ
ン
ド
・
イ
ス
ラ
ー
ム

で
展
開
さ
れ
た
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
イ
ス
ラ
ー
ム
融
合
思
想
、
特
に

多
神
教
す
ら
も
イ
ス
ラ
ー
ム
教
と
違
い
が
な
い
、
つ
ま
り
等
し

い
と
す
る
思
想
、
し
か
も
そ
れ
を
イ
ス
ラ
ー
ム
神
学
か
ら
導
き

出
し
た
と
い
う
点
に
、
イ
ス
ラ
ー
ム
神
学
上
の
大
き
な
可
能
性

を
秘
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
多
神
教
徒
に
対
す

る
イ
ス
ラ
ー
ム
の
寛
容
思
想
の
新
た
な
可
能
性
を
開
く
も
の
で

は
な
い
か
、
と
考
え
て
い
る
。
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「
寛
容
」
思
想
の
背
景

イ
ス
ラ
ー
ム
の
寛
容
思
想
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
、
先
ず

本
小
論
で
い
う
「
寛
容
」
に
つ
い
て
簡
単
に
言
及
す
る
。
と
い

う
の
も
、「
寛
容
」
と
い
う
言
葉
は
、
重
要
で
あ
り
な
が
ら
意
味

が
漠
然
と
し
て
い
て
定
ま
っ
た
理
解
が
見
出
し
難
い
点
が
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
小
論
で
は
、
具
体
的
な
イ
ン
ド
・

イ
ス
ラ
ー
ム
の
寛
容
思
想
検
討
に
先
立
っ
て
、
先
ず
本
小
論
に

お
け
る
「
寛
容
」
の
意
味
に
つ
い
て
、
検
討
す
る
。

一
般
に
寛
容
と
い
う
場
合
は
、「
①
寛
大
で
、
よ
く
人
を
ゆ
る

し
い
れ
る
こ
と
。
咎
め
だ
て
せ
ぬ
こ
と
。
②
善
を
行
う
こ
と
は

困
難
で
あ
る
と
い
う
自
覚
か
ら
、
他
人
の
罪
過
を
き
び
し
く
責

め
ぬ
こ
と
。
キ
リ
ス
ト
教
の
重
要
な
徳
目
。
③
（tolerance

）
異

端
的
な
少
数
意
見
発
表
の
自
由
を
認
め
、
そ
う
し
た
意
見
の
人

を
差
別
待
遇
し
な
い
こ
と
」（『
広
辞
苑
』
第
二
版
）
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
こ
の
場
合
の
寛
と
い
う
漢
字
は
、「
巫
女
が
緩
歌
漫
舞

し
て
祈
る
さ
ま
を
い
う
」（『
字
統
』）
こ
と
か
ら
、「
動
作
が
ユ
ッ

ク
リ
で
お
お
ら
か
な
様
」
ま
た
「
相
手
の
こ
と
を
良
く
受
け
入

れ
居
る
こ
と
」
と
な
る
。
ま
た
容
は
祈
祷
の
際
に
用
い
た
容
器

の
こ
と
で
、
入
れ
物
の
意
味
と
な
る
。
故
に
漢
字
の
語
義
か
ら

推
測
さ
れ
る
意
味
に
お
け
る
寛
容
と
は
「
大
ら
か
な
心
を
も
っ

て
、
他
人
の
言
動
な
ど
を
よ
く
受
け
入
れ
る
こ
と
」
と
い
う
ほ

ど
の
意
味
と
な
ろ
う
か
。
い
わ
ば
「
度
量
の
大
き
さ
・
器
の
大

き
さ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
は
、
こ
の
度
量
の
大
き
さ
、

と
い
う
点
に
問
題
が
あ
る
。
つ
ま
り
度
量
が
大
き
い
と
い
え
ど

も
限
界
が
あ
る
。
所
詮
、
比
較
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
こ
と
で
あ
り
、

怒
り
や
憎
し
み
が
度
量
を
超
え
た
ら
そ
の
後
の
抑
制
の
規
準
は

持
た
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
こ
の
言
葉
の
隠
れ
た
限
界
が

あ
り
、
後
に
説
明
す
る
仏
教
的
相
互
互
換
性
の
寛
容
（
温
か
い
寛

容
）、
慈
悲
の
心
と
の
根
本
的
差
が
あ
る
。

但
し
、
日
本
に
お
い
て
は
、
熟
語
と
し
て
「
寛
容
」
は
余
り

一
般
的
な
用
例
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
（
３
）

そ
の
寛
容
が
、

現
在
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
こ
の
言
葉

が
西
欧
の
（tolerance

）
の
翻
訳
語
と
し
て
井
上
哲
次
郎
の
『
哲

学
字
彙
』（
明
治
十
四
年
）
な
ど
で
採
用
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
英
語
のtolerance

に
つ
い
て
考
え
れ
ば
、
そ
の
語
源
で

あ
る
ラ
テ
ン
語
のtolerantia

は
、「
忍
耐
」
・
「
我
慢
」
・
「
許

す
」
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
あ
る
。
こ
の
意
味
は
、
他
者
か
ら
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の
行
為
に
対
し
て
、
こ
れ
を
受
け
止
め
る
、
耐
え
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
の
寛
容
は
、
一
方
通
行
の
寛

容
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、「
耐
え
る
」
・
「
我
慢
す
る
」
・
「
許
す
」
と
い

う
寛
容
は
、
相
互
理
解
も
、
自
他
の
平
等
意
識
も
必
要
は
無
く
、

た
だ
場
を
共
有
す
る
こ
と
を
他
者
に
許
す
、
あ
る
い
は
そ
の
よ

う
な
状
態
に
耐
え
る
と
い
う
こ
と
で
十
分
成
立
可
能
と
な
る
。

そ
の
意
味
で
の
寛
容
は
、
相
手
の
存
在
に
無
関
心
、
無
理
解
で

も
成
立
す
る
レ
ベ
ル
の
も
の
で
あ
る
。
（
４
）

あ
る
い
は
、
一
方
が
他

方
よ
り
も
優
位
に
あ
っ
て
、
許
し
を
与
え
る
、
と
い
う
よ
う
な

関
係
性
の
上
に
成
立
す
る
寛
容
と
い
え
る
。

し
か
し
、
こ
の
場
合
に
は
共
存
す
る
と
い
う
関
係
を
認
め
合

う
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
互
い
に
理
解
し
自
ら
と
他
者
の
存
在

を
同
等
な
も
の
と
認
め
合
い
、
納
得
し
あ
っ
て
の
共
存
関
係
を

必
ず
し
も
意
味
せ
ず
、
ま
た
必
要
不
可
欠
と
も
し
な
い
。
つ
ま

り
、
互
い
に
無
関
心
で
も
、
互
い
に
認
め
合
わ
な
く
と
も
、
最

小
限
互
い
に
独
立
あ
る
い
は
孤
立
的
に
共
存
で
き
れ
ば
良
い
と

い
う
レ
ベ
ル
で
も
成
立
す
る
。
筆
者
は
こ
れ
を
冷
た
い
寛
容
と

呼
ぶ
こ
と
に
し
て
い
る
。

さ
て
、『
コ
ー
ラ
ン
』
に
お
い
て
「
寛
容
」
を
示
す
言
葉
は
沢

山
あ
る
が
、
そ
の
い
く
つ
か
を
挙
げ
る
と
、
ア
フ
ァ
ー
（affå r

忘

れ
去
る
）、
サ
フ
ァ
ラ
（saffå ra

気
分
を
変
え
て
心
に
か
け
ぬ
よ
う
に

す
る
）、
そ
し
て
ガ
フ
ァ
ラ
（ghaffå r

何
も
無
か
っ
た
よ
う
に
包
み
隠

す
）、
さ
ら
に
サ
ム
ハ
（S

am
uh

寛
大
で
あ
る
）
な
ど
に
関
連
す
る

言
葉
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
思
想
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
寛
容
は
、
前
述
の
よ
う

な
一
方
側
か
ら
の
赦
し
で
あ
り
、
寛
容
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
神

の
愛
に
よ
っ
て
仮
に
多
神
教
徒
・
不
信
心
者
（
カ
ー
フ
ィ
ル
）
で

あ
っ
て
も
、
そ
の
ま
ま
で
、
罪
を
許
し
（
イ
ス
ラ
ー
ム
支
配
下
で
の
）

生
存
を
許
す
、
あ
る
い
は
見
て
見
ぬ
振
り
を
す
る
こ
と
で
彼
等

の
存
在
を
許
す
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
こ
の
寛
容
は
、
一
方
が
他
方
に
与
え
る
寛
容
、
許
す

寛
容
と
い
う
こ
と
に
結
果
と
し
て
止
ま
る
こ
と
と
な
る
。
オ
ス

マ
ン
・
ト
ル
コ
の
ミ
レ
ッ
ト
制
は
こ
の
典
型
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

古
代
イ
ン
ド
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
寛
容
思
想

一
方
、
本
小
論
に
お
い
て
前
提
と
す
る
寛
容
、
つ
ま
り
イ
ン



ド
に
お
い
て
希
求
さ
れ
た
寛
容
思
想
は
、
異
質
な
る
も
の
の
現

象
界
レ
ベ
ル
の
相
違
を
超
え
た
本
質
的
同
一
性
を
基
礎
と
し
て

い
る
。
そ
れ
は
、

ブ
ラ
フ
マ
ン
は
実
に
こ
の
一
切
〔
宇
宙
〕
で
あ
る
。（
中
略
）

一
切
の
行
為
を
内
包
し
、
一
切
の
欲
求
を
有
し
、
一
切
の

香
を
も
ち
、
一
切
の
味
を
具
え
、
一
切
に
遍
満
し
、
無
言

に
し
て
、
超
然
と
し
て
い
る
も
の
、
こ
れ
が
心
臓
の
内
部

に
あ
る
私
の
ア
ー
ト
マ
ン
で
あ
る
。
こ
れ
は
ブ
ラ
フ
マ
ン

で
あ
る
。

（
５
）

と
い
う
梵
我
一
如
思
想
の
前
提
の
も
と

或
る
人
々
が
「
真
理
で
あ
る
、
真
実
で
あ
る
」
と
言
う
と

こ
ろ
の
そ
の
（
見
解
）
を
ば
、
他
の
人
々
が
「
虚
偽
で
あ

る
、
虚
妄
で
あ
る
」
と
言
う
。
こ
の
よ
う
に
か
れ
ら
は
異

っ
た
執
見
を
い
だ
い
て
論
争
を
す
る
。
何
故
に
諸
々
の

〈
道
の
人
〉
は
同
一
の
事
を
語
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
？

真
理
は
一
つ
で
あ
っ
て
、
第
二
の
も
の
は
存
在
し
な
い
。

そ
の
（
真
理
）
を
知
っ
た
人
は
、
争
う
こ
と
が
な
い
。
か

れ
ら
は
め
い
め
い
異
っ
た
真
理
を
ほ
め
た
た
え
て
い
る
。

そ
れ
故
に
諸
々
の
〈
道
の
人
〉
は
同
一
の
事
を
語
ら
な
い

の
で
あ
る
。（
中
略
）

世
の
中
に
は
、
多
く
の
異
っ
た
真
理
が
永
久
に
存
在
し
て

い
る
の
で
は
な
い
。
た
だ
永
久
の
も
の
だ
と
想
像
し
て
い

る
だ
け
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
、
諸
々
の
偏
見
に
も
と
づ
い

て
思
索
考
究
を
行
な
っ
て
、「（
わ
が
説
は
）
真
理
で
あ
る
」

「（
他
人
の
説
は
）
虚
妄
で
あ
る
」
と
二
つ
の
こ
と
を
説
い

て
い
る
の
で
あ
る
。（
中
略
）

一
方
的
に
決
定
し
た
立
場
に
立
っ
て
み
ず
か
ら
考
え
量
り

つ
つ
、
さ
ら
に
か
れ
は
世
の
中
で
論
争
を
な
す
に
至
る
。

一
切
の
（
哲
学
的
）
断
定
を
捨
て
た
な
ら
ば
、
人
は
世
の

中
で
確
執
を
起
す
こ
と
が
な
い
。（
中
村
元
訳
『
ス
ッ
タ
ニ
パ

ー
タ
』
八
八
三
‐
八
九
四
）

と
い
う
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
教
え
に
、
端
的
に
現
れ
て
い

る
。つ

ま
り
、
現
実
世
界
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
意
見
や
見
解
、

そ
し
て
信
仰
の
相
違
を
超
え
た
本
質
的
同
質
性
を
認
め
合
う
こ

と
に
は
じ
ま
る
、
寛
容
思
想
で
あ
る
。
こ
の
思
想
は
、
一
般
に

は
「
慈
悲
（m

aitrI-karuˆå

他
者
の
痛
み
を
我
が
事
と
す
る
）」
と
い

う
言
葉
に
よ
っ
て
表
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
は
こ
れ
を
温
か
い
寛
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容
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
イ
ン
ド
思
想
に
は
伝
統
的
に
、
自
己
を
絶
対
化

せ
ず
、
他
者
と
同
等
の
地
平
に
自
己
を
置
く
、
つ
ま
り
自
他
を

相
対
化
し
物
事
を
考
え
る
伝
統
が
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
自

他
を
入
れ
替
え
て
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
解
脱
と

は
神
の
如
く
な
る
こ
と
（tadbhå vå patti

）
で
あ
り
、
本
性
と
属
性

に
お
い
て
似
た
も
の
と
な
る
」
（
６
）

と
い
う
よ
う
な
ヴ
ェ
ー
ダ
ン
タ

哲
学
の
思
想
に
現
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
イ
ン
ド
の
伝
統
的
で

upå sana

（
念
想
・
同
置
）
と
呼
ば
れ
る
、
象
徴
操
作
の
呪
術
的
な

儀
礼
に
根
ざ
し
た
考
え
方
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
体
系
化
し
た

も
の
の
一
つ
が
、
慈
悲
の
思
想
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
思
想
の
背
景
に
は
、
万
物
に
神
聖
性
（
ア
ー
ト
マ
ン
）
を

認
め
る
所
謂
多
神
教
的
な
発
想
が
あ
り
、
か
つ
そ
れ
ら
個
別
の

存
在
の
背
後
に
唯
一
の
抽
象
原
理
（
ブ
ラ
フ
マ
ン
）
を
想
定
す
る

イ
ン
ド
思
想
独
特
の
思
想
が
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
思
想
は
決
し
て
、
イ
ン
ド
の
み
に
止

ま
ら
な
い
。
こ
の
自
他
を
相
対
化
す
る
イ
ン
ド
的
な
思
想
と
同

様
な
思
想
は
、
ギ
リ
シ
ャ
語
のepieikeia

に
よ
っ
て
表
さ
れ
る

思
想
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
言
葉
は
、「
場
所
を
交
換

す
る
」
と
い
う
意
味
を
持
ち
、
互
い
に
異
な
る
立
場
を
自
ら
に

引
き
当
て
て
考
え
る
、
と
い
う
意
味
を
持
つ
。
ギ
リ
シ
ャ
社
会

も
多
神
教
社
会
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
諸
神
と
の
平
和
的
な
共

存
が
模
索
さ
れ
、
こ
の
よ
う
な
言
葉
を
生
み
出
し
た
の
か
も
し

れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
ギ
リ
シ
ャ
思
想
に
お
い
て
、
こ
の

よ
う
な
「
温
か
い
寛
容
」
思
想
が
説
か
れ
た
こ
と
は
、
重
要
で

あ
る
。

と
い
う
の
も
、
ギ
リ
シ
ャ
思
想
は
イ
ス
ラ
ー
ム
の
思
想
、
哲

学
の
形
成
に
大
い
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
良
く
知
ら
れ
た
事

実
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
中
に
、「
自
他
同
置
」

の
思
想
が
見
出
せ
る
可
能
性
が
あ
る
。

そ
し
て
、
筆
者
の
研
究
領
域
と
し
て
い
る
イ
ン
ド
・
イ
ス
ラ

ー
ム
に
は
、
そ
の
思
想
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、

そ
の
起
源
は
不
明
で
あ
る
が
、
イ
ン
ド
・
イ
ス
ラ
ー
ム
の
神
秘

主
義
思
想
家
の
中
に
は
、
こ
の
よ
う
な
伝
統
が
存
在
し
た
。

以
下
に
お
い
て
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
啓

典
の
民
で
あ
る
か
、
多
神
教
徒
で
あ
る
か
、
と
い
う
よ
う
な
区

別
を
超
え
て
、
人
間
と
し
て
の
同
一
性
を
認
め
、
そ
こ
か
ら
互

い
の
違
い
を
認
め
合
う
と
い
う
寛
容
思
想
に
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
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徒
が
辿
り
付
く
思
想
の
軌
跡
を
検
討
し
た
い
。

イ
ン
ド
・
ス
ー
フ
ィ
ー
の
宥
和
思
想
の
原
型

イ
ン
ド
・
イ
ス
ラ
ー
ム
の
発
展
と
、
拡
大
に
大
き
な
役
割
を

果
た
し
た
の
が
、「
神
人
合
一
」
を
説
く
ス
ー
フ
ィ
ー
た
ち
の
存

在
で
あ
る
。
彼
等
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
正
統
的
思
想
で
あ
る
（
排

他
的
）
一
神
教
傾
向
を
緩
和
し
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
ヒ
ン
ド
ゥ

ー
教
な
ど
と
の
共
存
を
推
進
し
た
。
他
宗
教
地
域
へ
の
イ
ス
ラ

ー
ム
の
伝
播
に
大
き
な
貢
献
を
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
る
。
（
７
）

特
に
、
イ
ン
ド
へ
の
イ
ス
ラ
ー
ム
の
伝
播
と
定
着
に
は
、
ス
ー

フ
ィ
ー
の
存
在
が
大
き
か
っ
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
た
事
実

で
あ
る
。

（
８
）

そ
の
ス
ー
フ
ィ
ー
の
な
か
で
も
、
イ
ン
ド
と
の
関
係
で
注
目

さ
れ
る
の
が
、A

.M
.

al-H
allå j

（
ほ
ぼ
西
暦
八
五
七
年
‐
ほ
ぼ
同
九

二
二
年
）
で
あ
る
。
こ
こ
で
ハ
ラ
ー
ジ
ュ
の
生
涯
を
簡
単
に
示
す

と
次
の
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
彼
は
、
イ
ラ
ン
の
南
部
の
テ
ル

に
生
ま
れ
、
彼
の
祖
父
は
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
徒
で
あ
っ
た
と
さ

れ
る
。
（
９
）

彼
は
、
バ
ス
ラ
で
教
育
を
受
け
た
。
彼
は
最
初
期
の
ス

ー
フ
ィ
ー
教
団
に
属
し
、
自
ら
も
若
く
し
て
ス
ー
フ
ィ
ー
と
し

て
活
躍
す
る
（
10
）
。

当
時
の
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
は
、
ま
だ
未
確
定
の
状
態
で
あ
っ
た

が
、
ハ
ラ
ー
ジ
ュ
は
そ
の
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
思
想
の
形
成
に
大
き

な
役
割
を
果
た
し
た
。
特
に
、
彼
は
ペ
ル
シ
ャ
各
地
を
巡
礼
し

た
後
に
、
イ
ン
ド
や
ト
ル
キ
ス
タ
ン
な
ど
非
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒

が
優
勢
な
地
域
を
訪
れ
、
そ
れ
ら
の
宗
教
や
思
想
、
文
化
、
風

土
か
ら
多
く
を
吸
収
し
た
と
さ
れ
る
（
ほ
ぼ
西
暦
八
九
七
年
‐
ほ
ぼ

同
九
〇
二
年
）。

つ
ま
り
、
彼
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
や
仏
教
徒
の
優
勢
地
域
を

巡
錫
し
、
彼
等
か
ら
何
ら
か
の
影
響
を
受
け
た
と
さ
れ
る
。
と

い
う
の
も
、
ハ
ラ
ー
ジ
ュ
は
有
名
なA

na
'I-H

aqq

（
我
は
真
実
な

り
。
あ
る
い
は
我
は
神
な
り
）
と
い
う
言
葉
を
発
し
、
イ
ス
ラ
ー
ム

世
界
の
み
な
ら
ず
、
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
に
計
り
知
れ
な
い
衝
撃

を
与
え
た
（
11
）
。
つ
ま
り
、
セ
ム
的
宗
教
の
純
粋
形
態
と
い
っ
て
も

よ
い
イ
ス
ラ
ー
ム
の
神
観
念
で
は
、
唯
一
絶
対
に
し
て
超
絶
し

た
神
に
対
し
て
、
そ
の
被
造
物
で
あ
る
人
間
が
、
そ
の
神
と
同

一
視
で
き
る
、
と
宣
言
し
た
こ
の
ハ
ラ
ー
ジ
ュ
の
言
葉
は
、
神

の
冒
涜
以
外
の
何
者
で
も
な
く
、
正
統
思
想
か
ら
は
思
い
も
よ

ら
な
い
言
葉
と
さ
れ
て
い
た
。
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そ
の
ム
ス
リ
ム
が
「
わ
れ
は
神
な
り
」
と
宣
言
す
る
に
至
っ

た
思
想
は
、
ま
さ
に
イ
ス
ラ
ー
ム
神
学
の
根
底
を
否
定
し
か
ね

な
い
ほ
ど
の
衝
撃
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
一
般
に
、
ハ
ラ
ー

ジ
ュ
が
こ
の
よ
う
な
思
想
に
行
き
着
い
た
背
景
に
は
、
グ
ノ
ー

シ
ス
の
影
響
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
同
時
に
イ
ン
ド
思
想
、

つ
ま
り
「
梵
我
一
如
」
を
説
く
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
や
ヴ
ェ
ー
ダ

ン
タ
哲
学
、
も
し
く
は
仏
教
思
想
な
ど
の
影
響
が
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
て
い
る
（
12
）
。

尤
も
こ
の
よ
う
な
神
人
合
一
思
想
を
展
開
し
た
彼
は
、
イ
ス

ラ
ー
ム
の
正
統
派
か
ら
糾
弾
さ
れ
絞
首
刑
と
な
り
、
そ
の
死
体

は
イ
ス
ラ
ー
ム
で
は
異
例
中
の
異
例
で
あ
る
火
葬
、
と
い
う
よ

り
罪
の
深
さ
を
確
定
す
る
た
め
に
焼
き
棄
て
ら
れ
た
。

し
か
し
、
彼
の
思
想
は
確
実
に
ス
ー
フ
ィ
ー
た
ち
に
受
け
継

が
れ
、
特
に
イ
ン
ド
、
そ
れ
も
ム
ガ
ル
宮
廷
、
な
か
ん
ず
く
第

三
代
皇
帝
ア
ク
バ
ル
（
一
五
四
二
‐
一
六
〇
五
）
や
そ
の
曾
孫
の
ダ

ー
ラ
ー
・
シ
コ
ー
（
一
六
一
五
‐
一
六
五
九
）
に
大
き
な
影
響
を
与

え
た
。

さ
ら
に
、
ス
ー
フ
ィ
ー
思
想
の
形
成
と
深
い
関
係
が
あ
る
と

さ
れ
る
の
が
、A

l-B
eru _n

¥

（
九
七
三
‐
一
〇
五
〇
こ
ろ
）
の
存
在
で

あ
る
。
彼
は
過
酷
な
イ
ン
ド
征
服
で
有
名
な
ガ
ズ
ニ
ー
王
朝
の

マ
フ
ム
ー
ド
に
つ
い
て
、
イ
ン
ド
遠
征
に
加
わ
り
、
イ
ン
ド
西

北
部
を
中
心
に
長
く
滞
在
し
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
を
習
得
し
、

イ
ン
ド
思
想
を
原
語
で
学
び
、
イ
ン
ド
思
想
に
深
い
造
詣
が
あ

っ
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。
彼
は
一
〇
三
〇
年
に
は
サ
ー
ン
キ

ヤ
に
関
す
る
書
物
、
又
『
ヨ
ー
ガ
ス
ー
ト
ラ
』
の
ア
ラ
ビ
ア
語

へ
の
翻
訳
も
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
ビ
ル
ー
ニ
ー
は
『
ア
ル=

イ

ン
デ
ィ
ア
』
に
お
い
て
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
や
仏
教
徒
へ
の
造

詣
の
深
さ
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
彼
の
イ
ス
ラ
ー

ム
の
信
仰
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
は
、
現
在
の
と
こ
ろ

筆
者
に
は
不
明
確
で
あ
る
。

た
だ
ビ
ル
ー
ニ
ー
は
、
高
度
な
教
育
を
受
け
た
エ
リ
ー
ト
で

あ
っ
た
が
故
で
あ
ろ
う
か
「
偶
像
を
拝
む
と
い
う
習
慣
は
ど
こ

に
で
も
あ
る
」
と
い
う
見
解
を
示
し
、
偶
像
崇
拝
と
い
う
よ
う

な
異
教
徒
の
習
慣
に
理
解
を
示
し
て
い
る
（
13
）
。

た
だ
し
、
マ
フ
ム
ー
ド
の
イ
ン
ド
略
奪
を
非
難
し
た
り
は
し

て
お
ら
ず
、
恐
ら
く
彼
の
他
宗
教
認
識
は
、
ガ
フ
ァ
ラ
に
示
さ

れ
た
よ
う
な
消
極
的
な
寛
容
に
止
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
と

思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
ま
だ
、
こ
の
時
点
で
は
イ
ン
ド
・
イ
ス
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ラ
ー
ム
及
び
そ
の
周
辺
に
お
い
て
も
、
異
教
徒
を
同
等
と
認
識

す
る
思
想
に
は
至
っ
て
い
な
い
、
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
状
態

で
あ
っ
た
。

イ
ン
ド
・
イ
ス
ラ
ー
ム
的
な
寛
容
思
想
の
形
成

さ
て
、
本
小
論
に
い
う
「
温
か
い
寛
容
」
で
あ
る
イ
ン
ド
・

イ
ス
ラ
ー
ム
の
特
長
と
も
言
う
べ
き
、
多
神
教
徒
へ
の
寛
容
思

想
を
最
初
に
具
体
的
に
展
開
し
た
の
は
、
十
二
世
紀
頃
ま
で
時

代
を
く
だ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
代
表

的
な
存
在
が
、
最
初
期
の
イ
ン
ド
・
ム
ス
リ
ム
の
ス
ー
フ
ィ
ー

で
あ
っ
た
フ
ァ
リ
ド
ウ
ッ
デ
ィ
ー
ン
（F

aridu _d-d ¥n
：

一
一
七
六
‐

一
二
六
五
）
で
あ
る
。

フ
ァ
リ
ド
は
、
イ
ン
ド
・
ス
ー
フ
ィ
ー
の
二
大
潮
流
の
一
つ

で
あ
る
チ
ィ
シ
ュ
チ
ィ
ー
派
に
属
す
る
神
秘
主
義
者
で
あ
る
。

彼
は
ア
フ
ガ
ン
か
ら
の
移
住
者
の
子
と
し
て
イ
ン
ド
で
生
ま
れ

た
。
彼
の
母
親
は
イ
ン
ド
生
ま
れ
で
あ
り
、
彼
は
イ
ン
ド
の
言

葉
が
自
在
に
話
せ
た
と
い
う
。
い
わ
ば
フ
ァ
リ
ド
は
、
イ
ン
ド

的
な
環
境
の
中
で
、
そ
の
思
想
形
成
を
行
っ
た
最
初
期
の
世
代

で
あ
る
。

従
っ
て
、
彼
の
思
想
に
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
的
で
あ
る
と
同
時

に
ヴ
ェ
ー
ダ
ン
タ
的
な
思
想
、
絶
対
的
存
在
で
あ
る
一
者
と
の

合
一
、
つ
ま
り
神
人
合
一
と
、
そ
れ
を
基
礎
と
す
る
現
象
界
に

お
け
る
差
異
の
超
克
の
思
想
が
見
出
せ
る
。
そ
の
思
想
は
、
先

に
紹
介
し
た
ハ
ラ
ー
ジ
ュ
の
思
想
に
基
本
的
に
共
通
す
る
も
の

で
あ
る
。

そ
の
一
例
を
示
す
な
ら
ば
、

花
嫁
は
、
花
婿
が
居
な
け
れ
ば
心
の
平
安
は
得
ら
れ
な

い
（
丁
度
そ
の
様
に
人
間
は
、
神
の
愛
無
く
し
て
は
、
心
の
平

安：

魂
の
救
済
は
得
ら
れ
な
い
）。
神
が
慈
悲
（khm

ul

）
を
た

れ
る
時
、
私
は
神
と
一
つ
と
な
る
。

ま
た
、
連
合
い
も
な
く
、
友
も
い
な
い
女
が
寂
し
さ
に

も
が
く
よ
う
に
（
神
の
愛
を
持
た
な
い
も
の
に
心
の
平
安：

魂

の
救
済
は
な
い
）。
私
は
神
の
愛
に
よ
り
、
神
と
一
体
と
な
る
。

救
い
の
道
は
狭
く
、
私
の
踏
む
道
は
刀
の
切
っ
先
の
よ
う

で
あ
る
。
そ
れ
が
我
々
の
救
い
の
道
で
あ
る
（
だ
か
ら
、
神

の
愛
に
す
が
り
な
さ
い
）。（
シ
ク
教
の
聖
典
『
グ
ラ
ン
ト
･
サ
ー

ヒ
ブ
』
七
九
四
ペ
ー
ジ
よ
り
）

と
な
る
。
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こ
の
一
文
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
フ
ァ
リ
ド
の
教
え
は
、

神
人
合
一
に
よ
る
現
象
世
界
の
差
異
の
超
越
が
、
そ
の
前
提
と

な
っ
て
い
る
。
彼
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
、
神
と
の
合
一
に

よ
る
救
済
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
神
へ
の
愛
に
よ
っ
て

獲
得
さ
れ
る
と
す
る
。
フ
ァ
リ
ド
は
、

神
へ
の
愛
を
持
つ
も
の
が
、
真
の
人
間
で
あ
る
。

真
心
が
少
な
く
、
口
先
ば
か
り
の
も
の
は
、
神
に
よ
っ
て

そ
の
罪
が
記
録
さ
れ
る
（
地
獄
行
き
を
意
味
す
る
）。

（
神
へ
の
愛
に
よ
っ
て
）
神
の
愛
を
頂
く
者
は
、
光
を
得
、
神

を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
も
の
は
、
地
上
に
お
い
て
重
荷
を

負
う
。（
同
）

と
こ
の
点
を
表
現
し
て
い
る
。

そ
し
て
、

正
し
い
こ
と
を
言
い
、
正
し
い
こ
と
を
行
い
な
さ
い
。

人
は
永
遠
の
命
を
持
つ
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
か
ら
（
人
は

必
ず
死
後
に
神
の
審
判
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
。）
そ
の
時
に
は
、

六
ヶ
月
か
か
っ
て
で
き
た
身
体
も
、
一
瞬
に
し
て
無
と
な

る
。（
中
略
）

あ
る
も
の
は
荼
毘
に
付
さ
れ
（
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
の
こ
と
）
、

あ
る
も
の
は
墓
の
中
に
行
く
（
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
こ
と
）
。

し
か
し
、
彼
ら
の
魂
は
生
前
の
行
い
に
よ
っ
て
裁
き
を
受

け
る
。（
同
一
三
七
八
ペ
ー
ジ
）

と
し
て
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
イ
ス
ラ
ー
ム
の
形
態
的
な
差
異
を

超
え
て
、
本
質
的
な
一
致
を
前
提
と
す
る
思
想
を
展
開
す
る
。

こ
の
一
文
か
ら
は
、
神
へ
の
絶
対
的
帰
依
、
あ
る
い
は
神
人
合

一
へ
の
希
求
の
前
に
は
、
宗
教
の
差
異
は
問
題
に
な
ら
な
い
と

い
う
イ
ン
ド
的
に
言
え
ば
ヴ
ェ
ー
ダ
ン
タ
思
想
、
イ
ス
ラ
ー
ム

的
に
言
え
ば
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
の
思
想
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
思
想
は
、
多
数
の
イ
ン
ド
･
イ
ス
ラ
ー
ム
に
受
け
入
れ
ら
れ
、

一
つ
の
伝
統
と
な
っ
て
い
る
（
14
）
。

こ
の
伝
統
を
継
ぐ
も
の
が
、
十
五
‐
十
六
世
紀
に
活
躍
し
た

カ
ビ
ー
ル
（
一
四
二
五
‐
一
四
九
二
こ
ろ
）
と
ナ
ー
ナ
ク
（
一
四
六

九
‐
一
五
三
八
）
等
で
あ
る
。

カ
ビ
ー
ル
は
、
ム
ス
リ
ム
の
貧
し
い
織
物
工
で
あ
っ
た
が
、

優
れ
た
宗
教
性
を
発
揮
し
て
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
か
ら
は
、
バ

ク
タ
（
神
に
神
愛
を
捧
げ
る
者
）
と
呼
ば
れ
、
イ
ス
ラ
ー
ム
か
ら
は

ス
ー
フ
ィ
ー
と
呼
ば
れ
た
聖
者
で
あ
る
。
か
れ
は
双
方
か
ら
、

聖
者
と
し
て
崇
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
意
味
で
、
イ
ン
ド
中
世
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に
お
け
る
宗
教
的
な
寛
容
の
雰
囲
気
を
象
徴
す
る
存
在
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
カ
ビ
ー
ル
は
教
条
的
な
宗
教
理
解
に
反
対
し
、
真
の

神
へ
の
信
仰
に
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
や
イ
ス
ラ
ー
ム
教
と
い
う

差
異
は
存
在
し
な
い
、
と
説
く
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
カ
ビ
ー

ル
は

カ
ビ
ー
ル
は
言
う
。
ラ
ー
ム
（
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
神
）
と
唱

え
る
こ
と
に
は
不
思
議
な
力
が
あ
る
。
そ
の
中
に
は
神
の

救
い
が
あ
る
。（
カ
ビ
ー
ル
が
使
う
）
同
じ
ラ
ー
ム
と
い
う
言

葉
を
、
人
々
は
ダ
シ
ャ
ラ
ッ
ト
の
子
ラ
ー
マ
の
呼
称
と
し

て
使
い
、（
カ
ビ
ー
ル
は
）
唯
一
な
る
神
の
た
め
に
使
う
。
カ

ビ
ー
ル
は
言
う
。
私
は
偏
在
す
る
貴
方
の
み
を
ラ
ー
ム
と

呼
ぶ
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
言
葉
の
差
を
知
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

唯
一
の
神
ラ
ー
ム
は
、
全
て
の
中
に
お
わ
し
、
一
な
る
神

か
ら
流
出
し
た
も
の
（
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
で
い
う
ラ
ー
ム
）
は
、

唯
一
な
る
神
の
一
部
（
化
身
）
で
あ
る
。
唯
一
な
る
神
は
ど

こ
に
で
も
お
わ
す
。
し
か
し
、
唯
一
の
ラ
ー
ム
は
一
つ
で

あ
る
。（
同
一
三
七
四
ペ
ー
ジ
）

と
表
現
す
る
。

カ
ビ
ー
ル
が
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

彼
が
如
何
に
イ
ス
ラ
ー
ム
の
教
条
的
な
考
え
か
ら
離
れ
て
い
た

か
は
、
明
確
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
大
胆
な
主
張

が
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
と
し
て
な
さ
れ
、
そ
れ
を
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

教
徒
の
み
な
ら
ず
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
が
受
け
入
れ
て
い
た
と

い
う
こ
と
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
の
可
能
性
を
考
え
る
上
で
大
き

な
可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
基
本
的
に
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
で
あ
り
な
が
ら
イ
ス

ラ
ー
ム
と
の
融
合
、
究
極
的
一
者
に
よ
る
統
合
を
唱
え
た
ナ
ー

ナ
ク
は
、
神
は
唯
一
で
あ
り
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
神
々
も
イ
ス
ラ

ー
ム
の
ア
ッ
ラ
ー
も
全
て
唯
一
の
神
の
部
分
的
な
表
現
に
過
ぎ

な
い
と
す
る
。

し
か
し
、
こ
の
真
実
は
、
バ
ラ
モ
ン
も
ま
た
イ
ス
ラ
ー
ム
の

宗
教
エ
リ
ー
ト
も
分
っ
て
い
な
い
と
、
ナ
ー
ナ
ク
は
次
の
よ
う

に
言
う
。

バ
ラ
モ
ン
は
蓮
の
花
の
中
に
入
り
、
辺
り
を
見
回
す
も
神

を
見
出
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
彼
は
神
の
命
令
を
受
け
る

こ
と
は
出
来
な
い
。
た
だ
、
隘
路
に
陥
る
だ
け
。（
中
略
）

宗
教
的
な
権
威
を
身
に
ま
と
う
カ
ー
ジ
（
イ
ス
ラ
ー
ム
法
学
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者
）、
シ
ャ
エ
イ
ク
（
イ
ス
ラ
ー
ム
宗
教
指
導
者
）、
フ
ァ
キ
ー

ル
（
同
）
は
、
自
身
を
偉
大
だ
と
言
う
け
れ
ど
、
彼
等
の
心

は
病
ん
で
い
る
。（
同
二
二
七
ペ
ー
ジ
）

そ
し
て
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
に
も
、
イ
ス
ラ
ー
ム
に
も
偏
ら
な
い

唯
一
の
神
の
教
え
こ
そ
、
真
に
人
間
を
幸
福
に
す
る
と
説
く
。

（
真
実
の
神
の
教
え
に
従
え
ば
）
死
が
彼
に
触
れ
る
こ
と
は
無

い
。（
中
略
）（
グ
ル
の
教
え
に
よ
っ
て
）
何
処
に
あ
っ
て
も
、

唯
一
の
神
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。（
同
七
五
三
ペ
ー
ジ
）

こ
の
よ
う
に
、
カ
ビ
ー
ル
や
ナ
ー
ナ
ク
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・

イ
ス
ラ
ー
ム
の
二
つ
の
宗
教
の
存
在
を
、
ど
ち
ら
に
も
共
通
す

る
唯
一
性
、
つ
ま
り
ア
ッ
ラ
ー
も
ブ
ラ
フ
マ
ン
も
表
現
こ
そ
違

う
が
、
ど
ち
ら
も
一
な
る
存
在
で
あ
る
が
故
に
、
こ
れ
を
相
対

化
し
、
さ
ら
に
高
い
一
者
を
想
定
し
、
両
者
の
差
異
を
乗
り
越

え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
イ
ン
ド
思
想
上
に
見
ら

れ
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
イ
ス
ラ
ー
ム
融
合
思
想
の
一
形
態
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
教
え
は
、
正
統
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
か
ら
も
、
イ
ス

ラ
ー
ム
か
ら
も
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
難
し
い
。
つ
ま
り
、

彼
等
は
両
宗
教
の
統
合
を
試
み
た
が
、
結
果
的
に
新
し
い
集
団

を
そ
れ
ら
の
外
に
作
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
知
的
営
み
は
崇
高
で
あ
る
が
、
し
か
し
、

現
在
の
社
会
が
抱
え
る
イ
ス
ラ
ー
ム
と
の
共
存
と
い
う
視
点
か

ら
見
る
と
、
次
に
検
討
す
る
ア
ク
バ
ル
や
ダ
ー
ラ
ー
・
シ
コ
ー

の
思
想
こ
そ
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
可
能
性
を
広
げ
る
と
い
う
意
味

で
注
目
に
値
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

ア
ク
バ
ル
の
宥
和
思
想

カ
ビ
ー
ル
や
ナ
ー
ナ
ク
か
ら
遅
れ
る
こ
と
数
十
年
に
し
て
、

ム
ガ
ル
王
朝
第
三
代
の
皇
帝
ア
ク
バ
ル
は
、
独
自
の
ヒ
ン
ド
ゥ

ー
・
イ
ス
ラ
ー
ム
融
合
思
想
を
展
開
し
、
ま
た
そ
れ
を
現
実
の

世
界
、
つ
ま
り
政
治
・
社
会
政
策
と
し
て
展
開
し
た
。

本
小
論
で
は
、
こ
の
点
に
関
し
て
詳
し
い
検
討
は
で
き
な
い

が
、
ア
ク
バ
ル
と
ダ
ー
ラ
ー
の
思
想
を
簡
単
に
紹
介
す
る
。

既
述
の
よ
う
に
、
イ
ン
ド
に
は
宗
教
的
差
異
を
超
え
る
神
秘

主
義
思
想
の
伝
統
が
、
そ
の
底
流
に
存
在
し
、
そ
の
伝
統
は
イ

ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
世
界
に
お
い
て
も
、
無
理
な
く
受
け
入
れ
ら

れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
ら
も
ス
ー
フ
ィ
ー
と
し
て
宗
教

的
な
体
験
を
持
っ
て
い
た
ア
ク
バ
ル
帝
は
、
そ
の
宗
教
思
潮
を

積
極
的
に
宗
教
的
に
も
、
ま
た
政
治
的
、
文
化
的
に
も
展
開
し
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た
。
そ
の
結
果
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
イ
ス
ラ
ー
ム
融
合
文
明
と
い

え
る
よ
う
な
諸
宗
教
･
文
化
融
合
が
ア
ク
バ
ル
か
ら
ダ
ー
ラ
ー

ま
で
の
約
百
年
間
、
イ
ン
ド
･
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
に
イ
ス
ラ
ー

ム
文
明
を
中
心
と
し
て
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
キ
リ
ス
ト
・
ユ
ダ

ヤ
・
パ
ー
ル
シ
ー
（
イ
ラ
ン
）
の
文
化
を
融
合
す
る
宮
廷
文
化
が

花
開
い
た
。

特
に
、
ア
ク
バ
ル
帝
は
一
五
七
九
年
イ
ス
ラ
ー
ム
至
上
主
義

者
へ
の
反
省
を
込
め
て
、
諸
宗
教
融
合
を
旗
印
と
し
た
デ
ィ
ー

ニ=

イ
ラ
ー
ヒ
ー
（D

¥n-Ilå h ¥
：

神
聖
宗
教
）
を
始
め
た
。
こ
れ
は

一
五
七
五
年
以
来
続
い
て
い
た
信
仰
の
家
（Ibå datkhå na

）
に
お

け
る
諸
宗
教
の
対
論
を
通
じ
て
の
ア
ク
バ
ル
帝
が
た
ど
り
着
い

た
結
論
で
あ
っ
た
。

こ
の
「
信
仰
の
家
」
に
お
い
て
は
、「
こ
の
神
聖
な
る
場
所
は
、

霊
性
の
構
築
の
た
め
に
供
さ
れ
、
こ
の
地
に
神
聖
な
る
智
の
柱

が
高
々
と
出
現
し
た
。」（『
ア
ク
バ
ル
ナ
ー
マ
』
第
三
巻
二
五
二
ペ
ー

ジ
）
と
表
現
さ
れ
、
こ
の
場
に
は
、
ス
ー
フ
ィ
ー
と
し
て
の
ア
ク

バ
ル
帝
を
中
心
に

彼
の
寛
容
さ
と
神
の
影
を
明
ら
め
る
（
帝
の
）
寛
容
さ
に
よ

っ
て
、
こ
こ
に
は
ス
ー
フ
ィ
ー
、
哲
学
者
、
法
学
者
、
法

律
家
、
ス
ン
ニ
ー
、
シ
ー
ア
、（
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
）
バ
ラ
モ
ン
、

ジ
ャ
イ
ナ
教
徒
、
チ
ャ
ー
ル
バ
ー
カ
、
キ
リ
ス
ト
教
、
ユ

ダ
ヤ
教
、
サ
ー
ビ
ー
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
徒
な
ど
が
、
こ

の
厳
粛
な
集
り
に
お
い
て
一
同
に
会
し
て
議
論
を
行
っ
た
。

（
同
二
五
三
ペ
ー
ジ
）

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
ア
ク
バ
ル
帝
の
諸
宗
教
の
融
和
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ

ま
な
批
判
も
な
さ
れ
て
い
る
（
15
）
。
し
か
し
、
彼
の
融
合
思
想
が
単

な
る
思
い
付
き
や
政
治
的
な
テ
ク
ニ
ッ
ク
に
よ
っ
て
導
き
出
さ

れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
そ
の
思
想
を
受
け
継
い
だ
曾
孫
の

ダ
ー
ラ
ー
の
思
想
活
動
に
よ
っ
て
も
確
か
に
知
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
し
て
、
彼
は
あ
ら
ゆ
る
宗
教
に
寛
容
で
あ
り
、
全
て
の

宗
教
を
政
策
的
に
も
平
等
に
扱
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
ア
ク
バ
ル
の
寛
容
政
策
に
対
し
て
は
、
彼
が
ヒ
ン
ド
ゥ

ー
教
徒
を
重
用
し
た
こ
と
に
憤
慨
し
た
臣
下
が
、
抗
議
し
た
と

こ
ろ
ア
ク
バ
ル
は
「
そ
ち
の
下
に
も
一
人
や
二
人
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

教
徒
が
働
い
て
い
よ
う
。
な
ぜ
、
予
の
下
に
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒

が
働
い
て
悪
い
の
じ
ゃ
」
と
逆
に
、
こ
れ
を
た
し
な
め
た
と
い

わ
れ
る
。
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ダ
ー
ラ
ー
の
宥
和
思
想

ダ
ー
ラ
ー
の
思
想
に
つ
い
て
は
、
日
本
に
お
い
て
は
、
ア
ク

バ
ル
帝
の
そ
れ
以
上
に
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
少
な
い
。
し
か
し
、

彼
の
業
績
は
偉
大
で
あ
り
、
比
較
文
明
学
か
ら
の
研
究
が
本
格

的
に
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
彼
が
サ
ン
ス
ク
リ

ッ
ト
語
か
ら
ペ
ル
シ
ア
語
に
翻
訳
さ
せ
た
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
文

献
が
、
後
に
ラ
テ
ン
語
訳
さ
れ
て
『
ウ
プ
ネ
カ
ッ
ト
（O

upnekh＿

at

）』
と
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
知
識
人
に
大
き
な
影
響
を
与
え

た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
た
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
に
お
け
る
諸
聖
典
の
翻
訳
事
業
は
、

彼
が
ス
ー
フ
ィ
ー
と
し
て
自
ら
も
神
秘
主
義
思
想
を
極
め
、
ま

た
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
聖
者
バ
ー
バ
ー
･
ラ
ー
ル
の
感
化
を
受
け

て
、
あ
る
意
味
で
バ
ク
タ
と
し
て
の
立
場
か
ら
、
ヒ
ン
ド
ゥ

ー
・
イ
ス
ラ
ー
ム
両
教
の
融
合
を
思
想
的
に
試
み
た
の
が
、
彼

の
代
表
作
で
あ
る
『
二
つ
の
海
の
交
わ
る
と
こ
ろ
（M

ajm
å

al-

B
a˙ rayn

）』
で
あ
る
。

ダ
ー
ラ
ー
自
身
が
書
い
た
本
書
の
前
文
に
は
、
こ
の
経
緯
を
、

（
彼
、
ダ
ー
ラ
ー
は
）
真
実
の
中
の
真
実
を
覚
り
、
ス
ー
フ
ィ

ー
の
真
の
宗
旨
（
教
え
の
根
本
）
の
素
晴
ら
し
さ
に
目
覚
め
、

偉
大
な
る
深
遠
な
る
ス
ー
フ
ィ
ー
の
英
知
を
悟
っ
た
後
に
、

彼
（
ダ
ー
ラ
ー
）
は
、
イ
ン
ド
の
（
存
在
の
）
一
元
論
者
達

（m
ovahhedan

）
の
教
義
を
知
る
こ
と
を
強
く
願
っ
た
。
彼

（
ダ
ー
ラ
ー
）
は
学
者
達
と
交
流
し
、
イ
ン
ド
の
宗
教
に
お

け
る
神
の
聖
性
に
つ
い
て
議
論
を
繰
り
返
し
た
。
彼
等
イ

ン
ド
の
学
者
は
、
宗
教
的
な
訓
練
と
知
性
と
洞
察
に
お
い

て
最
高
に
完
成
さ
れ
た
境
地
に
到
達
し
た
も
の
達
で
あ
る
。

そ
し
て
、
彼
（
ダ
ー
ラ
ー
）
は
、
彼
等
（
イ
ン
ド
の
宗
教
者
）

が
捜
し
求
め
、
獲
得
し
た
真
実
に
つ
い
て
、
言
葉
以
外
に

は
、
そ
の
違
い
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の

結
果
、
二
つ
の
宗
教
（
集
団
）
の
考
え
を
集
め
、
諸
テ
ー
マ

を
集
め
、
真
実
を
求
め
る
人
に
基
本
的
で
、
有
益
な
知
識

を
供
給
す
る
一
冊
子
と
し
、
こ
れ
を
名
づ
け
て
『
二
つ
の

海
の
交
わ
る
と
こ
ろ
』
と
し
た
（
16
）
。

と
、
記
述
し
て
い
る
。

こ
の
書
物
は
、
所
謂
「
存
在
の
一
元
性
論
」
に
立
つ
ス
ー
フ

ィ
ー
思
想
と
同
じ
く
「
一
元
的
存
在
論
」
を
展
開
す
る
ヴ
ェ
ー

ダ
ン
タ
思
想
に
共
通
性
を
見
出
し
、
こ
れ
を
基
礎
と
し
て
、「
こ
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の
世
界
が
神
の
顕
現
で
あ
り
、
人
間
は
神
の
本
質
の
ミ
ク
ロ
コ

ス
ム
で
あ
る
（
17
）
」
と
い
う
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
的
な
世
界
観
に
強
い

共
感
を
示
す
の
で
あ
る
。
そ
の
上
さ
ら
に
、
彼
等
は
調
息
や
聖

音
な
ど
の
思
念
を
説
き
、
生
前
解
脱
さ
え
認
め
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
通
じ
て
ダ
ー
ラ
ー
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
と

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
神
が
決
し
て
別
で
な
い
、
つ
ま
り
同
じ
で
あ

る
と
の
認
識
を
示
し
、
ア
ク
バ
ル
帝
の
思
想
を
一
歩
進
め
る
と

と
も
に
、
イ
ス
ラ
ー
ム
神
学
内
に
止
ま
り
つ
つ
、
神
の
多
様
性

を
認
め
、
そ
の
視
点
か
ら
多
神
教
と
の
共
存
が
、
社
会
的
、
文

化
的
は
お
ろ
か
宗
教
的
に
も
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
に
至

る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
寛
容
性
を
最
大

限
引
き
出
し
た
イ
ン
ド
･
ス
ー
フ
ィ
ー
の
知
的
営
み
の
極
致
と

言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
更
に
、
こ
の
よ
う
な
寛
容
の

精
神
を
イ
ス
ラ
ー
ム
神
学
に
お
い
て
も
築
き
上
げ
る
こ
と
が
可

能
で
あ
る
こ
と
を
示
す
優
れ
た
歴
史
的
な
事
実
で
あ
る
。

ま
と
め

こ
の
よ
う
に
、
ダ
ー
ラ
ー
は
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
で
あ
り
な
が

ら
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
へ
の
深
い
共
感
と
理
解
を
、
自
ら
の
神
秘

体
験
を
も
と
に
、
ス
ー
フ
ィ
ー
の
立
場
か
ら
確
立
し
て
い
っ
た
。

つ
ま
り
、
教
条
的
な
イ
ス
ラ
ー
ム
か
ら
見
て
多
神
教
で
あ
り
、

偶
像
崇
拝
者
と
し
て
忌
避
さ
れ
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
と
の
共
存
も

更
に
は
、
そ
の
融
合
も
可
能
で
あ
る
、
と
ダ
ー
ラ
ー
は
み
な
し

た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
に
と
っ
て
イ
ス
ラ
ー
ム
の
神
も

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
神
も
、
同
じ
で
あ
り
、
言
葉
の
違
い
に
し
か

過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
神
秘
主
義
思
想
家
ダ
ー
ラ

ー
が
到
達
し
た
思
想
・
宗
教
的
境
地
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
イ

ス
ラ
ー
ム
に
お
け
る
神
学
的
な
広
が
り
を
イ
ス
ラ
ー
ム
の
理
論

か
ら
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
学
者
が
導
き
出
し
た
結
論
で
も
あ
る
。

そ
し
て
、
ダ
ー
ラ
ー
の
こ
の
思
想
は
、
ハ
ラ
ー
ジ
ュ
以
来
の

ス
ー
フ
ィ
ー
達
が
試
み
て
き
た
イ
ス
ラ
ー
ム
の
寛
容
性
の
言
わ

ば
、
極
致
点
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
の
こ
の
方
向
性
は
、
肉

弟
で
あ
る
ア
ウ
ラ
ン
ガ
ゼ
ー
ブ
帝
（
在
位
一
六
五
八
‐
一
七
〇
七
）

と
の
帝
位
継
承
戦
争
に
敗
れ
た
こ
と
で
、
彼
の
命
と
共
に
ム
ガ

ル
宮
廷
か
ら
消
え
う
せ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
イ
ン
ド
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
寛
容
な
る
イ
ス
ラ

ー
ム
の
精
神
は
決
し
て
消
え
る
こ
と
は
な
く
今
日
に
至
っ
て
い

る
。
そ
し
て
、
名
も
無
い
ス
ー
フ
ィ
ー
や
ア
ク
バ
ル
帝
、
あ
る
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い
は
ダ
ー
ラ
ー
が
見
出
し
た
寛
容
な
る
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
の
可

能
性
は
、
二
十
一
世
紀
の
人
類
に
大
き
な
歴
史
的
な
希
望
を
与

え
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
筆
者
は
そ

の
様
に
考
え
て
い
る
。

以
上
、
イ
ン
ド
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
寛
容
な
る
イ
ス
ラ
ー

ム
精
神
の
可
能
性
が
、
二
十
一
世
紀
の
イ
ス
ラ
ー
ム
精
神
と
な

る
よ
う
に
、
非
イ
ス
ラ
ー
ム
の
我
々
も
彼
等
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒

と
共
に
、
努
力
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

注（
１
）
イ
ラ
ン
革
命
（
一
九
七
九
）
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
大
使
館
が

占
領
さ
れ
大
使
館
員
が
人
質
と
な
り
、
長
い
間
拘
束
さ
れ
た
こ

と
は
、
西
側
諸
国
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
。
詳
し
く
は
鳥
井

順
『
イ
ラ
ン
・
イ
ラ
ク
戦
争
』
第
三
書
館
、
一
九
九
〇
な
ど
を

参
照
。

（
２
）
イ
ン
ド
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
の
展
開
、
つ
ま
り
仏
教
・
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
教
と
の
対
立
・
相
克
・
協
調
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
拙

著
『
イ
ン
ド
仏
教
は
な
ぜ
亡
ん
だ
か
』
北
樹
出
版
社
、
二
〇
〇

二
参
照
。

（
３
）
日
本
最
初
期
の
英
和
辞
典
『
和
訳
英
辞
書
』
慶
応
四
年
に
は
、

こ
の
言
葉
は
見
当
た
ら
な
い
。

（
４
）
仏
教
や
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
は
多
神
論
で
、
偶
像
崇
拝
と
一
般
に
は

規
定
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
改
め
ら
れ
る
べ
き
認
識
で
あ
ろ
う
。

少
な
く
と
も
近
代
科
学
の
一
員
た
ら
ん
と
し
た
宗
教
学
の
抱
え

る
問
題
で
あ
ろ
う
。

（
５
）
前
田
専
学
ほ
か
『
イ
ン
ド
思
想
史
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九

九
〇
、
二
三
ペ
ー
ジ
。

（
６
）
同
書
、
一
九
七
ペ
ー
ジ
。

（
７
）
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
の
成
立
に
は
諸
説
あ
る
が
、
イ
ン
ド
思
想
の
影

響
、
特
に
仏
教
や
ヴ
ェ
ー
ダ
ン
タ
の
思
想
的
な
影
響
が
大
き
か

っ
た
と
い
わ
れ
る
。
特
に
、
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
に
お
け
る
最
初
期

の
ア
ル=

ハ
ラ
ー
ジ
ュ
（
八
五
七
‐
九
二
二
）
の
存
在
は
特
記

さ
れ
る
。L

.
M
assig

n
on

“T
h
e
P
assion

of
al-H

all åj ”

（4v
ols.

）P
rin
ceton

U
n
v
.
P
ress.

1982.

ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
一

般
に
つ
い
て
は
、A

.
al-K

alab
ad
h
i

（tr.
A
.
A
rb
erry

）

“T
he
D
octrine

of
T
he
Sufis ”

C
am
bridge

U
nv.
P
ress.

1935

比
較
的
最
近
の
入
門
書
と
し
て
は
、I.

S
h
ah

“T
h
e

Suf ¥s ”
N
ew
Y
ork.1990.

等
を
参
照
。

（
８
）
イ
ン
ド
の
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
に
お
け
る
融
合
思
想
の
研
究
は
、

S
.A
.
R
izv
i

“A
H
istory

of
S
u
fism

in
In
d
ia ”

（2v
ols.

）

D
ehli
1978

‐83.

を
参
照
。

（
９
）L

.M
assignon

“T
he
P
assion

of
al-H
all åj ”

（1vol.pp.1-21

）

P
rinceton

U
nv.P

ress.1982.

（
10
）ibd.,p.22.

（
11
）ibd.,pp.126-134.

（
12
）S.A

.R
izvi

op.cit.,p.61.
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（
13
）A

l-B
eru _n

¥
“al-India ”

D
elhi,1975.p.111.

（
14
）
詳
し
く
は
拙
論
「
イ
ン
ド
ス
ー
フ
ィ
ー
に
見
ら
れ
る
イ
ス
ラ
ー

ム
融
合
思
想
の
比
較
思
想
的
研
究
」『
比
較
思
想
研
究
』
十
七

号
、
比
較
思
想
学
会
、
一
九
九
〇
、
四
六
‐
五
三
ペ
ー
ジ
。

（
15
）
ア
ク
バ
ル
に
関
す
る
評
価
は
、
一
定
し
て
い
な
い
。
石
田
保
昭
、

『
ム
ガ
ル
帝
国
』
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
四
十
年
参
照
。
な
お
、

ア
ク
バ
ル
研
究
の
基
本
文
献
はA

b
u
'l-F
azl

“A
k
b
ar
n
am
a ”

で
あ
る
。

（
16
）D

ål å
shukoh

“M
ajm

å
al-ba ˙rayn

”
B
engal

R
.A
.C
.
1926,

pp.80.

ダ
ー
ラ
ー
の
研
究
は
、
榊
和
良
「
二
つ
の
海
の
交
わ
る
と
こ

ろ
」『
東
方
学
』
第
九
十
八
、
東
方
学
会
、
一
九
九
八
、
一
〇

六
‐
一
二
〇
ペ
ー
ジ
参
照
。

（
17
）
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
思
想
に
つ
い
て
は
、
前
田
専
学
ほ
か
著

『
イ
ン
ド
思
想
史
』
参
照
。

（
ほ
さ
か
　
し
ゅ
ん
じ
／
麗
澤
大
学
教
授
）

（
本
稿
は
、
二
〇
〇
五
年
十
一
月
二
十
四
日
に
行
わ
れ
た

当
研
究
所
主
催
の
公
開
講
演
会
の
内
容
に
加
筆
い
た
だ
い
た
も
の
で
す
）
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