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ク
ー
ナ
ウ
ィ
ー
に
お
け
る
階
梯
と
存
在
の
二
つ
の
階
層

　
『
統
合
と
存
在
の
玄
秘
へ
の
鍵
』
中
心
節
に
対
す
る
解
釈
の
試
み

竹
下
政
孝

は
じ
め
に

　

13
世
紀
の
ス
ー
フ
ィ
ー
、
サ
ド
ル
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ク
ー
ナ
ウ
ィ

ー
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
生
み
出
し
た
最
大
の
神
秘
思
想
家
、
イ

ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
の
直
弟
子
で
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
の
思
想

を﹁
存
在
一
性
論
﹂と
し
て
体
系
化
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。

　

中
世
後
期
の
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
を
席
巻
し
た
﹁
存
在
一
性
論
﹂

に
関
し
て
は
、
す
で
に
日
本
で
も
井
筒
俊
彦あ
を
は
じ
め
、
多
く

の
解
説
が
あ
る
。﹁
存
在
一
性
論
﹂
は
、
端
的
に
言
え
ば
、
井
筒

の
有
名
な
フ
レ
ー
ズ
﹁
存
在
が
花
す
るい﹂
に
集
約
さ
れ
る
。
つ
ま

り
、
絶
対
存
在
、
全
く
無
限
定
の
存
在
で
あ
る
神
が
、
漸
層
的

に
自
己
を
分
節
化
し
、
最
後
に
﹁
こ
の
花
﹂、﹁
あ
の
馬
﹂
と
い
う

個
々
の
本
質
に
よ
っ
て
限
定
化
さ
れ
た
形
体
を
と
っ
て
現
れ
る

と
い
う
思
想
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
は
、
神
の
限
定
的
顕

現
で
あ
る
が
、神
の
本
体
は
、何
者
に
よ
っ
て
も
限
定
さ
れ
な
い
。

以
上
の
よ
う
な
﹁
存
在
一
性
論
﹂
理
解
は
決
し
て
間
違
っ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
も
し
も
、﹁
存
在
一
性
論
﹂
が
、
以

上
の
よ
う
な
要
約
に
尽
き
る
も
の
な
ら
ば
、
ク
ー
ナ
ウ
ィ
ー
を

は
じ
め
、
ジ
ャ
ン
デ
ィ
ー
、
フ
ァ
ル
ガ
ー
ニ
ー
、
カ
イ
サ
リ
ー
、

ジ
ャ
ー
ミ
ー
な
ど
の
後
世
の
存
在
一
性
論
者
が
、
多
く
の
浩
瀚

な
著
作
の
中
で
、
何
を
延
々
と
論
じ
て
き
た
の
か
が
わ
か
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。
い
っ
た
い
彼
ら
は
、
膨
大
な
頁
を
費
や
し
て
、
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存
在
一
性
論
の
何
を
ど
の
よ
う
に
論
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

本
稿
で
は
、
後
代
の
存
在
一
性
論
者
に
最
も
影
響
を
与
え
た

サ
ド
ル
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ク
ー
ナ
ウ
ィ
ー
の
代
表
作
﹃
統
合
と
存
在

の
玄
秘
へ
の
鍵
﹄
の
中
心
節
の
主
題
を
取
り
上
げ
、
そ
の
中
の
特

に
難
解
な
諸
点
に
関
し
て
出
来
る
だ
け
首
尾
一
貫
し
た
解
釈
を

試
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
た
ん
な
る
表
層
的
梗
概
的
レ
ベ
ル
を

超
え
た
存
在
一
性
論
と
い
う
豊
饒
な
思
想
の
実
態
に
迫
っ
て
み

た
い
。

ク
ー
ナ
ウ
ィ
ー
の
諸
著
作
の
中
で
の

　
　
　
『
統
合
と
存
在
の
玄
秘
へ
の
鍵
』の
位
置

　

ク
ー
ナ
ウ
ィ
ー
の
著
作
は
師
の
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
ほ
ど
多

く
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
10
を
下
ら
な
い
著
作
が
ア
ラ
ビ
ア
語

と
ペ
ル
シ
ア
語
で
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
分
量
的
に
最

長
の
も
の
が
、﹃
コ
ー
ラ
ン
の
母︵
開
扉
章〔
第
１
章
〕の
こ
と
）の
解

釈
に
お
け
る
言
語
表
現
の
模
倣
不
可
能
性
﹄︵
以
下
、﹃
開
扉
章
注
釈
﹄

と
略
す
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
二
つ
の
部
分
に
分
か
れ
て
お
り
、
第

一
部
は
、
彼
の
形
而
上
学
全
体
に
関
す
る
概
説
で
あ
り
、
第
二

部
は
、
題
名
の
通
り
の
全
７
節
か
ら
な
る
開
扉
章
の
詳
細
な
秘

教
的
注
釈
で
あ
る
。
こ
の
著
作
は
、
コ
ー
ラ
ン
の
注
釈
と
い
う

枠
組
み
を
と
っ
て
い
る
た
め
、﹁
世
界
全
体
は
一
冊
の
書
物
で
あ

り
、
す
べ
て
の
存
在
者
は
神
の
発
す
る
言
葉
で
あ
る
﹂
と
い
う
思

想
が
他
の
著
作
よ
り
も
強
調
さ
れ
て
い
る
点
に
特
色
が
あ
る
。

次
に
長
い
の
が
、﹃
神
か
ら
の
薫
風
﹄
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ク
ー

ナ
ウ
ィ
ー
が
神
か
ら
受
け
た
霊
感
を
記
述
し
た
も
の
で
、
著
作

の
中
で
狭
義
の﹁
神
秘
主
義
﹂に
最
も
近
い
著
作
で
あ
る
。

　

量
的
に
は
三
番
目
だ
が
、
お
そ
ら
く
後
世
に
最
も
影
響
を
与

え
た
の
が
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る﹃
統
合
と
存
在
の
玄
秘
へ
の
鍵
﹄

︵
以
下
、﹃
玄
秘
へ
の
鍵
﹄と
略
す
）で
あ
る
。
こ
の
著
作
に
は
多
く
の

注
釈
書
が
書
か
れ
た
が
、
そ
の
な
か
で
最
も
有
名
な
の
は
オ
ス

マ
ン
朝
初
期
の
学
者
、
フ
ァ
ナ
ー
リ
ー
に
よ
る
﹃
親
交
の
灯
明
﹄

と
題
さ
れ
た
注
釈
で
あ
る
。
ク
ー
ナ
ウ
ィ
ー
の
こ
の
著
作
は
、

フ
ァ
ナ
ー
リ
ー
の
注
釈
書
と
セ
ッ
ト
で
、
現
在
で
も
、
イ
ラ
ン

の
神
学
校
で
は
、﹁
神
智
学
﹂︵
エ
ル
フ
ァ
ー
ン
）の
教
科
書
と
し
て

講
義
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
著
作
と
内
容
的
に
非
常
に
近
い
の
が
、

﹃
本
文
集
﹄
で
、﹁
本
文
﹂
と
名
付
け
ら
れ
た
21
の
断
章
に
存
在
一

性
論
の
真
髄
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
著
作
の
20
番
目
の
本

文
は
、﹃
玄
秘
へ
の
鍵
﹄
の
総
括
的
序
論
の
後
半
部
と
全
く
同
じ
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で
あ
る
。﹃
玄
秘
へ
の
鍵
﹄
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
こ
の
著
作
に
も

い
く
つ
か
の
注
釈
が
書
か
れ
た
。

　

他
に
重
要
な
著
作
と
し
て
、﹃
40
の
ハ
デ
ィ
ー
ス
注
釈
﹄、﹃﹁
叡

智
の
宝
石
﹂
の
解
明
﹄、﹃
ナ
シ
ー
ル
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ト
ゥ
ー
シ
ー

と
の
往
復
書
簡
集
﹄
な
ど
が
あ
る
。
ナ
シ
ー
ル
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ト

ゥ
ー
シ
ー
は
、
ク
ー
ナ
ウ
ィ
ー
と
同
時
代
の
有
名
な
哲
学
者
で

あ
り
、
往
復
書
簡
は
ク
ー
ナ
ウ
ィ
ー
か
ら
、
ト
ゥ
ー
シ
ー
へ
の

哲
学
的
諸
問
題
に
対
す
る
質
問
か
ら
始
ま
る
。
特
に
書
簡
集
の

最
後
に
収
め
ら
れ
た
ク
ー
ナ
ウ
ィ
ー
の
長
文
の
書
簡
は
﹃
導
き
の

書
簡
﹄
と
名
付
け
ら
れ
、
彼
の
思
想
を
最
も
明
快
、
簡
潔
に
要
約

し
た
も
の
と
し
て
知
ら
れ
る
。
こ
の
書
簡
は
、
ク
ー
ナ
ウ
ィ
ー

思
想
の
理
解
に
は
不
可
欠
の
も
の
だ
が
、
哲
学
者
ト
ゥ
ー
シ
ー

を
読
者
と
し
て
想
定
し
て
書
か
れ
て
い
る
た
め
か
、
ク
ー
ナ
ウ
ィ

ー
が
他
の
著
作
で
多
用
す
る
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
特
有
の
独
特

の
難
解
な
術
語
は
あ
ま
り
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。

　

本
稿
で
は
、
ク
ー
ナ
ウ
ィ
ー
の
思
想
が
最
も
詳
細
に
展
開
さ

れ
て
お
り
、
ま
た
後
世
へ
の
影
響
も
最
も
大
き
か
っ
た
著
作
と

し
て
、﹃
玄
秘
へ
の
鍵
﹄
を
取
り
上
げ
、
そ
の
内
容
の
一
部
を
分

析
す
る
こ
と
に
す
る
。

『
玄
秘
へ
の
鍵
』の
構
成

　

前
述
し
た
よ
う
に
ク
ー
ナ
ウ
ィ
ー
は
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー

の
思
想
を
哲
学
的
に
体
系
化
し
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、

彼
の
代
表
作
﹃
玄
秘
へ
の
鍵
﹄
は
ど
う
考
え
て
も
体
系
的
な
構
造

を
持
っ
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
同
じ
よ
う
な
テ
ー
マ
が
、

何
度
も
異
な
っ
た
場
所
で
繰
り
返
さ
れ
、
全
編
に
わ
た
っ
て
﹁
す

で
に
説
明
さ
れ
た
﹂﹁
後
で
詳
し
く
説
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
﹂
と

い
う
言
葉
で
満
た
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
暗
示
、
ほ
の
め
か
し
、

謎
め
い
た
表
現︵
主
に
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
か
ら
借
用
し
た
術
語
）、﹁
神

に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
た
人
々
に
だ
け
し
か
理
解
さ
れ
な
い
で
あ

ろ
う
﹂
と
い
う
よ
う
な
突
き
放
し
た
表
現
の
多
用
な
ど
、
そ
の
ス

タ
イ
ル
は
イ
ブ
ン
・
シ
ー
ナ
ー
、
ナ
シ
ー
ル
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ト

ゥ
ー
シ
ー
な
ど
の
哲
学
者
の
著
作
か
ら
は
か
け
離
れ
て
い
る
。

　

こ
の
書
は
、
現
在
も
っ
と
も
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
、
イ
ラ
ン

で
出
版
さ
れ
た
、
ハ
ー
ジ
ャ
ヴ
ィ
ー
校
訂
版う
で
、
142
ペ
ー
ジ
を

占
め
る
。
フ
ァ
ナ
ー
リ
ー
は
、
こ
の
書
の
注
釈
で
、
こ
の
書
を

多
く
の
節
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
節
に
題
名
を
付
け
て
い
る

が
、題
名
と
内
容
は
必
ず
し
も
一
致
し
て
い
な
い
。
な
に
よ
り
も
、
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フ
ァ
ナ
ー
リ
ー
は
、
長
大
な
注
釈
を
付
け
る
た
め
に
、
細
か
く

節
を
分
け
す
ぎ
る
き
ら
い
が
あ
る
。
も
っ
と
も
フ
ァ
ナ
ー
リ
ー

の
注
釈
は
前
半
に
集
中
し
て
お
り
、
後
半
に
は
ほ
と
ん
ど
注
釈

し
て
い
な
い
。
ク
ー
ナ
ウ
ィ
ー
自
身
も
、
一
応
こ
の
書
を
章
や

節
に
分
け
て
い
る
の
だ
が
、
一
貫
性
が
な
く
、
節
の
題
名
も
付

い
て
い
る
も
の
と
付
い
て
い
な
い
も
の
が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
本
書
に
は
内
容
的
に
緊
密
な
構
成
は
み
ら
れ

な
い
が
、
一
応
形
式
的
に
は
、
大
き
く
三
部
に
分
け
ら
れ
る
。

第
Ⅰ
部
は
、
冒
頭
の
短
い
序
文
と﹁
総
括
的
序
論
﹂︵
タ
ム
ヒ
ー
ド
・

ジ
ュ
マ
リ
ー
）
と
題
さ
れ
た
部
分
に
分
か
れ
る
。
冒
頭
部
分
は
、

こ
の
書
の
中
で
最
も
哲
学
的
な
部
分
で
、
ま
ず
イ
ブ
ン
・
シ
ー

ナ
ー
の
﹃
示
唆
と
警
告
﹄
の
論
理
を
基
に
し
た
学
問
論
が
展
開
さ

れ
、
次
に
神
の
存
在
を
扱
う
﹁
神
学
﹂
の
学
問
的
位
置
づ
け
が
お

こ
な
わ
れ
る
。
総
括
的
序
論
は
さ
ら
に
二
つ
の
部
分
に
分
か
れ

る
。
前
半
部
で
は
、神
学
を
展
開
す
る
基
礎
と
な
る
10
の
公
理︵
カ

ワ
ー
イ
ド
）
が
列
挙
さ
れ
る
。
こ
の
部
分
は
、
説
明
も
ほ
と
ん
ど

な
く
、
特
に
理
解
が
困
難
な
部
分
で
あ
る
。
ま
た
、
数
学
の
証

明
の
よ
う
に
、
後
半
で
、
こ
れ
ら
の
公
理
を
基
礎
に
し
て
議
論

が
進
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
序
論
の
後
半
部
は
、﹁
貴

重
で
、
隠
れ
た
、
微
妙
な
知
識
を
含
ん
で
い
る
高
貴
な
る
節
﹂
と

題
さ
れ
て
お
り
、
存
在
一
性
論
の
真
髄
が
要
約
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
部
分
が
、
前
述
し
た﹃
本
文
集
﹄の
20
番
目
の﹁
本
文
﹂と
同

一
の
部
分
で
あ
る
。

　

序
論
に
続
く
第
Ⅱ
部
は
、﹁
普
遍
的
神
秘
の
開
示
と
根
本
的
事

柄
の
説
明
の
章
﹂
と
題
さ
れ
て
お
り
、
第
Ⅰ
部
が
序
論
、
第
Ⅲ
部

が
付
録
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
著
作
の
本
論
部
分
で
あ
る
。

ま
た
こ
の
著
作
の
中
で
唯
一
、﹁
章
﹂︵
バ
ー
ブ
）
と
呼
ば
れ
て
い

る
部
分
で
あ
り
、
内
容
的
に
も
、
位
置
的
に
も
こ
の
著
作
の
中

心
で
あ
る
。
こ
の
章
の
前
半
部
分
は
、節
に
分
け
ら
れ
て
い
な
い
、

一
つ
の
ま
と
ま
り
で
あ
る
。
本
稿
で
分
析
の
対
象
と
す
る
の
は
、

こ
の
第
Ⅱ
部
の
前
半
部
で
あ
る
︵
こ
の
部
分
は
特
に
名
前
が
付
い
て

い
な
い
が
、
以
下
、
便
宜
的
に
中
心
節
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
）。
こ
の

章
の
後
半
は
、
10
の
短
い
節
で
構
成
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
節
は
、

タ
イ
ト
ル
が
付
い
て
い
て
、
特
定
の
主
題
を
扱
っ
て
い
る
も
の

も
あ
る
し
、
タ
イ
ト
ル
が
な
く
、
特
定
の
主
題
を
持
っ
て
い
な

い
も
の
も
あ
る
。

　

第
Ⅲ
部
は
﹁
完
全
人
間
の
諸
特
性
の
説
明
に
関
す
る
、
本
書
の

結
論
﹂
と
題
さ
れ
て
お
り
、
題
名
の
通
り
、
完
全
人
間
に
つ
い
て
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論
じ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
完
全
人
間
に
つ
い
て
は
本
書
の
い

た
る
と
こ
ろ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
ク
ー
ナ
ウ
ィ
ー
は
、
多

く
の
個
所
で
、
完
全
人
間
に
関
し
て
は
、
こ
の
結
論
部
分
を
参

照
す
る
こ
と
を
勧
め
て
い
る
。
こ
の
第
Ⅲ
部
も
、
さ
ら
に
い
く

つ
か
の
節
に
分
か
れ
る
。え

第
Ⅱ
部
中
心
節
の
主
題

　

本
稿
で
扱
う
﹁
中
心
節
﹂
は
、
ハ
ー
ジ
ャ
ヴ
ィ
ー
校
訂
版
で
約

20
ペ
ー
ジ
︵pp.33 -56

）
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
部
分
は
、
全
体
と

し
て
、
神
の
自
己
限
定
の
第
二
段
階
で
あ
り
、
万
物
の
根
源
で

も
あ
る
﹁
統
合
的
一
性
界
﹂︵
ア
ハ
デ
ィ
ー
ヤ
ト
・
ジ
ャ
ム
ウ
）、
お

よ
び
こ
の
一
性
界
の
段
階
的
な
自
己
限
定
、
個
別
化
、
そ
れ
に

よ
る
万
物
の
現
れ︵
ズ
フ
ー
ル
）
と
い
う
主
題
に
つ
い
て
論
じ
て
い

る
。
前
述
し
た
よ
う
に
ク
ー
ナ
ウ
ィ
ー
の
叙
述
ス
タ
イ
ル
は
体

系
的
・
直
線
的
な
も
の
で
は
な
く
、
統
合
的
一
性
の
自
己
限
定

化︵
タ
カ
イ
ユ
ド
）、
個
別
化︵
タ
ア
イ
ユ
ヌ
）と
い
う
主
題
の
ま
わ
り

を
、
繰
り
返
し
グ
ル
グ
ル
周
回
し
な
が
ら
接
近
し
て
い
く
と
い

う
方
法
を
と
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
中
心
節
全
体
の
構
成
を
捉
え
る

こ
と
は
難
し
い
。
扱
わ
れ
て
い
る
主
要
な
テ
ー
マ
に
従
っ
て
大

ま
か
に
分
け
る
と
、同
節
は
次
の
四
つ
の
部
分
に
分
か
れ
る
。︵
１
）

統
合
的
一
性
界︵
２
）一
般
存
在
、あ
る
い
は
そ
の
別
名
で
あ
る﹁
慈

悲
あ
ま
ね
き
者
の
気
息
﹂﹁
薄
雲
﹂︵
３
）婚
姻
の
四
つ
の
階
梯︵
４
）

﹁
慈
悲
あ
ま
ね
き
者
の
気
息
﹂
の
後
に
続
く
、
個
別
化
に
よ
っ
て

出
現
し
て
く
る
も
の
の
順
序
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
四
つ
の
主

題
を
順
番
に
分
析
し
て
い
く
。

（
１
）統
合
的
一
性
界

　
﹁
中
心
節
﹂の
冒
頭
で
ク
ー
ナ
ウ
ィ
ー
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

知
る
こ
と
が
で
き
、
名
付
け
ら
れ
、
叙
述
さ
れ
る
最
初

の
階
梯︵
マ
ル
タ
バ
）は
、﹁
統
合︵
ジ
ャ
ム
ウ
）と
存
在︵
ウ
ジ

ュ
ー
ド
）の
階
梯
﹂で
あ
る
。
こ
の
階
梯
を
、
あ
る
真
理
到

達
者
た
ち︵
ム
ハ
ッ
キ
ク
ー
ン
）は
、﹁
諸
真
性
の
真
性
﹂︵
ハ

キ
ー
カ
ト
・
ハ
カ
ー
イ
ク
）、﹁
統
合
的
一
性
﹂︵
ア
ハ
デ
ィ
ー

ヤ
ト
・
ジ
ャ
ム
ウ
）の
臨
在︵
ハ
ド
ゥ
ラ
）、
統
合
の
階
梯︵
マ

カ
ー
ム
・
ジ
ャ
ム
ウ
）と
表
現
す
る
か
も
し
れ
な
い
。︵p.34

）

上
の
引
用
文
に
は
、
す
で
に
ク
ー
ナ
ウ
ィ
ー
独
特
の
術
語
が
多
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用
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
こ
の
階
梯
が
、﹁
知
る
こ
と
の
で
き
る

最
初
の
階
梯
﹂
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
そ
れ
よ
り
上
の
階
梯
は
不
可

知
だ
か
ら
で
あ
る
。
ク
ー
ナ
ウ
ィ
ー
は
、
こ
の
﹁
統
合
と
存
在
の

階
梯
﹂
の
上
に
二
つ
の
階
梯
を
考
え
て
い
る
。
最
高
の
階
梯
は
、

﹁
絶
対
的
玄
秘
﹂︵
ガ
イ
ブ
・
ム
ト
ゥ
ラ
ク
）あ
る
い
は
、﹁
神
の
本
体
﹂

︵
ザ
ー
ト
・
ハ
ッ
ク
）、
あ
る
い
は﹁
神
の
彼
性
﹂︵
フ
ー
ウ
ィ
ー
ヤ
ト
・

ハ
ッ
ク
）
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
階
梯
の
神
は
、
な
に
も
の
に
よ
っ

て
も
限
定
さ
れ
て
い
な
い
し
、
被
造
物
と
は
全
く
接
点
を
持
た

な
い
。
玄
秘
と
訳
し
た
﹁
ガ
イ
ブ
﹂
の
原
義
は
、
不
在
︵
英
語
の

absence

に
相
当
）
と
い
う
意
味
で
あ
る
。﹁
不
在
﹂
と
い
っ
て
も
、

決
し
て
無
、
非
存
在
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、﹁
隠
れ
﹂
に
近
い
。

臨
在
と
訳
し
た﹁
ハ
ド
ゥ
ラ
﹂は
、
英
語
のpresence
に
相
当
す
る

の
で
、
反
対
語
と
い
う
こ
と
に
な
る
。﹁
ガ
イ
ブ
の
世
界
﹂
と
い

う
表
現
は
コ
ー
ラ
ン
で
も
使
わ
れ
、﹁
わ
れ
わ
れ
の
現
実
世
界
﹂

と
は
別
の
、
神
の
領
域
に
属
す
る
不
可
視
界
の
こ
と
を
指
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
第
一
の
階
梯
で
の
﹁
神
﹂
は
厳
密
に
は
神
と

は
い
え
な
い
。
こ
こ
で
、
ク
ー
ナ
ウ
ィ
ー
が
神
と
し
て
使
っ
て

い
る
﹁
ハ
ッ
ク
﹂
と
い
う
語
の
原
義
は
、﹁
真
理
﹂
を
意
味
し
、
人

間
の
崇
拝
や
祈
願
の
対
象
で
あ
る
ア
ッ
ラ
ー
あ
る
い
は
そ
の
他

の
神
名
と
は
次
元
が
違
っ
て
い
る
。
ク
ー
ナ
ウ
ィ
ー
は
、
ハ
ッ

ク
を
神
名
の
一
つ
と
は
考
え
て
い
な
い
し
、
ハ
ッ
ク
に
つ
い
て

論
じ
る
こ
と
も
な
い
。
実
際
、
こ
の
階
梯
は
全
く
の
不
可
知
な

の
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。﹁
彼
性
﹂
と
訳

し
た﹁
フ
ー
ウ
ィ
ー
ヤ
﹂と
い
う
言
葉
は
、﹁
フ
ー
ワ
﹂︵
彼
）と
い

う
ア
ラ
ビ
ア
語
の
三
人
称
男
性
単
数
の
代
名
詞
を
抽
象
名
詞
化

し
た
も
の
で
あ
り
、
英
語
で
はH

e-ness

あ
る
い
はIpseity

と
訳

さ
れ
る
。
三
人
称
代
名
詞
は
、
ア
ラ
ビ
ア
語
で
は
、﹁
不
在
の
者

に
対
す
る
代
名
詞
﹂
と
呼
ば
れ
る
の
で
、
不
在
の
神
を
表
現
す
る

の
に
ふ
さ
わ
し
い
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
最
高
階
梯
は
、

一
切
の
限
定
が
な
い
の
で
、﹁
一
性
﹂
に
よ
っ
て
も
、﹁
存
在
﹂
に

よ
っ
て
も
限
定
さ
れ
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス

の﹁
一
者
﹂よ
り
も
さ
ら
に
超
越
性
が
高
い
と
い
え
よ
う
。

　

第
二
の
階
梯
は
、﹁
一
性︵
ア
ハ
デ
ィ
ー
ヤ
）の
階
梯
﹂と
呼
ば
れ
、

こ
の
階
梯
の
神
は
、﹁
一
﹂︵
ア
ハ
ド
）
と
い
う
神
名
に
よ
っ
て
の

み
限
定
を
受
け
る
。
こ
の
階
梯
も
、全
く
の
不
可
知
で
あ
り
、﹁
一

で
あ
る
﹂
と
い
う
こ
と
し
か
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、

﹁
一
﹂
は
存
在
を
含
意
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
は
存
在
で
あ
る
と

い
う
こ
と
も
で
き
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
階
梯
の
神
は
、
一
で
あ
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る
と
い
う
こ
と
以
外
の
一
切
の
限
定
を
受
け
な
い
﹁
絶
対
存
在
﹂、

﹁
純
粋
存
在
﹂で
あ
る
。

　

第
三
の
階
梯
は
、
神
が
自
己
知
識
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
階

梯
で
あ
り
、こ
の
階
梯
こ
そ
、本
章
の
主
題
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、

﹃
統
合
と
存
在
の
玄
秘
へ
の
鍵
﹄
と
い
う
題
名
が
示
す
よ
う
に
こ

の
著
作
全
体
の
主
題
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
こ

こ
で
も
玄
秘
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
第
一
の
階
梯

が﹁
絶
対
的
玄
秘
﹂と
呼
ば
れ
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
階
梯
は﹁
相

対
的
玄
秘
﹂︵
ガ
イ
ブ
・
イ
ダ
ー
フ
ィ
ー
）と
呼
ば
れ
る
。
な
ぜ
な
ら

ば
、
こ
の
段
階
で
も
、
多
性
は
ま
だ
顕
れ
て
は
お
ら
ず
、
隠
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
第
二
の
階
梯
と
は
異
な
っ
て
、

こ
の
階
梯
は
多
性
が
一
つ
に
統
合
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で

﹁
統
合
的
一
性
﹂と
呼
ば
れ
る
。

　

次
に
、
こ
の
階
梯
の
も
う
一
つ
の
名
前
で
あ
る
﹁
諸
真
性
の
真

性
﹂︵
ハ
キ
ー
カ
ト
・
ハ
カ
ー
イ
ク
）
に
も
説
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
の
著
作
に
頻
出
す
る
用
語
で
あ

る
が
、
ク
ー
ナ
ウ
ィ
ー
は
こ
の
語
を
そ
れ
ほ
ど
使
用
し
て
い
な

い
。
た
だ
し
、﹁
真
性
﹂︵
ハ
キ
ー
カ
、
ハ
カ
ー
イ
ク
は
そ
の
複
数
形
）

と
い
う
語
は
頻
出
す
る
。
こ
の
語
の
原
義
は
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
で

あ
り
、
英
語
で
も
そ
の
よ
う
に
訳
さ
れ
る
。﹃
ナ
シ
ー
ル
ッ
デ
ィ

ー
ン
・
ト
ゥ
ー
シ
ー
と
の
往
復
書
簡
集
﹄
で
は
、
ハ
キ
ー
カ
は
本

質
︵
マ
ー
ヒ
ー
ヤ
）
と
ほ
と
ん
ど
同
義
語
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。

﹃
玄
秘
へ
の
鍵
﹄で
は
、
本
質︵
マ
ー
ヒ
ー
ヤ
）と
い
う
術
語
は
ほ
と

ん
ど
使
わ
れ
て
い
な
い
。
あ
る
も
の
の
ハ
キ
ー
カ
と
は
、
あ
る

も
の
の
形
体︵
ス
ー
ラ
）と
対
比
さ
れ
て
、
あ
る
も
の
の
顕
れ
た
形

体
で
は
な
く
、
神
の
知
識
、
す
な
わ
ち
、
統
合
的
一
性
界
の
中

に
隠
れ
て
い
る
状
態
を
い
う
。
ク
ー
ナ
ウ
ィ
ー
は
、﹁
神
的
諸
真

性
と
被
造
物
的
諸
真
性
﹂
と
列
挙
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
多
い
。

前
者
は
、
諸
神
名
の
本
質
を
、
後
者
は
こ
の
世
界
の
諸
存
在
者

の
本
質
を
指
す
。﹁
諸
真
性
の
真
性
﹂と
い
う
表
現
は
、
こ
の﹁
統

合
的
一
性
界
﹂
が
、
神
的
諸
真
性
と
被
造
物
的
諸
真
性
の
す
べ
て

を
含
ん
だ
真
性
で
あ
る
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
。

　

さ
て
、
最
後
に
、
こ
の
著
作
の
題
名
に
も
使
わ
れ
て
い
る
﹁
統

合
と
存
在
﹂
と
い
う
名
称
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
こ
の
階
梯
の
神

が
、
諸
真
性
の
統
合
と
い
う
側
面
と
存
在
と
い
う
側
面
を
持
っ

て
い
る
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
。
第
二
の
階
梯
が
、﹁
絶
対
存
在
﹂、

つ
ま
り
、
何
の
限
定
も
受
け
な
い
存
在
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、

こ
の
階
梯
で
の
存
在
は
、
必
然
性
に
よ
り
限
定
を
受
け
て
い
る
。
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つ
ま
り
、
こ
の
階
梯
で
の
存
在
は
、
哲
学
者
の
﹁
必
然
的
存
在
﹂

に
相
当
す
る
。
絶
対
存
在
が
被
造
物
と
は
全
く
関
係
を
持
た
な

か
っ
た
の
に
対
し
、
こ
れ
は
す
べ
て
の
被
造
物
の
存
在
の
源
泉

で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
存
在
は
諸
神
名
に
よ
っ
て
も
、
限
定
を

受
け
て
い
る
。
諸
神
名
は
、
個
々
で
は
ま
だ
分
化
さ
れ
な
い
で
、

統
合
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
諸
神
名
の
統
合
を
象
徴
す
る
神
名
が

ア
ッ
ラ
ー
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
ア
ッ
ラ
ー
と
い
う
神
名

に
よ
っ
て
制
限
を
受
け
た
存
在
は
、﹁
神
的
存
在
﹂︵
ウ
ジ
ュ
ー
ド
・

イ
ラ
ー
ヒ
ー
、
イ
ラ
ー
ヒ
ー
は
ア
ッ
ラ
ー
の
形
容
詞
形
）
で
あ
る
。
統

合
を
表
現
す
る
神
名
が
ア
ッ
ラ
ー
で
あ
る
の
に
対
し
、
万
物
の

存
在
の
源
泉
で
あ
る
神
的
存
在
を
表
現
す
る
神
名
は
、﹁
慈
悲
あ

ま
ね
き
者
﹂︵
ラ
フ
マ
ー
ン
）と
い
う
神
名
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

神
が
万
物
に
注
ぐ
慈
悲︵
ラ
フ
マ
）と
は
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
こ
の
第
三
の
階
梯
は
統
合
と
存
在
、
ア
ッ
ラ
ー
と
ラ
フ

マ
ー
ン
の
階
梯
で
あ
る
。

（
２
）一
般
存
在

　

一
般
存
在︵
ウ
ジ
ュ
ー
ド
・
ア
ー
ン
ム
）は
、
ク
ー
ナ
ウ
ィ
ー
独
特

の
術
語
で
、
ト
ゥ
ー
シ
ー
と
の
往
復
書
簡
集
を
は
じ
め
、
多
く

の
著
作
に
頻
出
す
る
。
一
般
存
在
と
は
、
神
以
外
の
す
べ
て
の

存
在
者︵
第
一
知
性
か
ら
、
感
覚
的
諸
物
体
ま
で
の
す
べ
て
）に
共
有
さ

れ
て
い
る
存
在
で
、
ク
ー
ナ
ウ
ィ
ー
に
よ
れ
ば
、
具
体
的
存
在

者
と
は
、
一
般
存
在
と
個
的
本
質
の
複
合
で
あ
る
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
す
べ
て
の
存
在
者
は
、﹁
一
般
存
在
﹂
と
い
う
同
じ
存

在
を
共
有
し
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、﹁
存
在
一
性
論
﹂
の
根
本
を

な
す
考
え
方
と
も
い
え
る
。
こ
の
一
般
存
在
が﹁
統
合
的
一
性
界
﹂

か
ら
最
初
に
発
出
す
る
も
の
で
あ
る
。
ク
ー
ナ
ウ
ィ
ー
は
﹁
純
粋

に
一
な
る
存
在
﹂︵
ウ
ジ
ュ
ー
ド
・
バ
フ
ト
・
ワ
ー
ヒ
ド
）か
ら
は﹁
存

在
﹂
し
か
現
れ
な
い
と
い
う
︵p.51

）。
ま
た
、
哲
学
者
は
、
神
か

ら
最
初
に
発
出
す
る
も
の
を
、﹁
第
一
知
性
﹂と
考
え
る
が
、
我
々

に
お
い
て
は﹁
一
般
存
在
﹂で
あ
る
と
も
い
う︵p.21

）。お

　
﹁
一
般
存
在
﹂
は
、﹁
慈
悲
深
き
者
の
気
息
﹂︵
ナ
フ
ァ
ス
・
ラ
フ

マ
ー
ニ
ー
）、﹁
薄
雲
﹂︵
ア
マ
ー
）﹁
可
能
的
質
料
﹂︵
マ
ー
ッ
ダ
・
イ

ム
カ
ー
ニ
ー
ヤ p.46

）
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
名
前
で
呼
ば
れ
る
。
こ

れ
ら
の
名
称
そ
れ
ぞ
れ
に
説
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
。﹁
一
般
存
在
﹂

が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
質
料
と
多
く
の
点
で
共
通
点
を
持
つ

こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
一
般
存
在
も
、
質
料
も
そ
れ
自
体
と
し

て
独
立
し
て
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
あ
る
意
味
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で
は
一
つ
の
観
念
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
個
物

の
中
に
偏
在
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
必
然
的
存
在
で
あ
る

神
的
存
在︵
ウ
ジ
ュ
ー
ド
・
イ
ラ
ー
ヒ
ー
）と
は
対
照
的
に
、
可
能
的

で
あ
る
。

　
﹁
慈
悲
あ
ま
ね
き
者
の
気
息
﹂
は
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
の
術
語

で
、
出
典
は
、﹁
私
は
イ
エ
メ
ン
の
方
向
か
ら
慈
悲
あ
ま
ね
き
者

の
気
息かが
吹
い
て
く
る
の
を
感
じ
た
﹂
と
い
う
預
言
者
ム
ハ
ン
マ

ド
の
言
葉
に
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
、
も
と
も
と
は
、
預
言
者
に

会
う
こ
と
な
し
に
イ
ス
ラ
ー
ム
に
改
宗
し
た
イ
エ
メ
ン
の
人
、

ウ
ワ
イ
ス
・
カ
ラ
ニ
ー
の
こ
と
を
指
し
て
い
た
が
、
イ
ブ
ン
・

ア
ラ
ビ
ー
お
よ
び
ク
ー
ナ
ウ
ィ
ー
に
お
い
て
は
、
万
物
に
存
在

を
賦
与
す
る
神
の
慈
悲
の
息
を
指
す
。

　
﹁
慈
悲
あ
ま
ね
き
者
﹂︵
ラ
フ
マ
ー
ン
）と
い
う
の
は
神
名
の
一
つ

で
、
こ
れ
を
ク
ー
ナ
ウ
ィ
ー
は
﹁
そ
れ
が
自
己
自
身
に
よ
っ
て
現

れ
る
と
い
う
限
り
に
お
け
る
神
的
存
在
の
形
体
﹂︵p.40

）
と
定
義

す
る
。
こ
の
慈
悲
あ
ま
ね
き
者
か
ら
発
出
す
る
気
息
に
よ
っ
て
、

神
的
存
在
は
自
己
の
外
に
現
れ
る
。
ク
ー
ナ
ウ
ィ
ー
は
、
す
べ

て
の
存
在
者
を
神
の
発
す
る
言
葉
、
す
な
わ
ち
単
語
︵
カ
リ
マ
ー

ト
）
と
考
え
て
い
る
︵p.41 . 

前
述
し
た
よ
う
に
こ
の
主
題
は
、﹃
開
扉
章

注
釈
﹄
で
詳
細
に
展
開
さ
れ
て
い
る
）。
声
と
し
て
発
せ
ら
れ
る
す
べ

て
の
単
語
は
、
先
行
す
る
知
識
に
し
た
が
っ
て
、
出
口
で
あ
る

喉
で
調
音
さ
れ
、
分
節
化
さ
れ
た
息
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
す

べ
て
の
語
の
根
底
は
息
で
あ
る
。
ま
た
彼
は
、﹁
慈
悲
あ
ま
ね
き

者
の
気
息
﹂
を
光
に
た
と
え
る
︵p.40

）。
光
が
空
虚
の
中
に
広
が

っ
て
い
き
、
統
合
的
一
性
の
中
に
隠
れ
て
い
た
可
能
的
な
る
も

の
、
神
の
知
の
対
象
と
し
て
神
の
知
識
の
な
か
に
だ
け
し
か
存

在
し
な
か
っ
た
も
の
を
照
ら
し
出
し
、
そ
れ
ら
を
具
体
的
な
存

在
を
持
つ
個
物
と
し
て
出
現
さ
せ
る
。

　

先
ほ
ど
、
一
般
存
在
は
、
そ
れ
自
体
独
立
し
て
存
在
す
る
も

の
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
は
﹁
質
料
﹂
と
同
じ
よ
う
に
一
つ
の

観
念
で
あ
る
と
述
べ
た
が
、
決
し
て
抽
象
的
な
思
惟
対
象
で
は

な
く
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
質
料
よ
り
、
も
っ
と
具
体
的
実
在

的
な
も
の
で
あ
る
。
ク
ー
ナ
ウ
ィ
ー
は
﹁
慈
悲
あ
ま
ね
き
者
の
気

息
﹂
は
一
般
的
蒸
気
︵
ブ
ハ
ー
ル
・
ア
ー
ン
ム
）
で
あ
る
と
い
う

︵p.41
）。
こ
の
蒸
気
は
、﹁
そ
の
普
遍
性
と
微
妙
性
の
ゆ
え
に
、

現
れ
た
も
の
と
し
て
知
覚
さ
れ
る
も
の
で
も
な
い
し
、
特
定
の

個
的
形
体
と
し
て
個
別
化
す
る
も
の
で
も
な
い
。
し
か
し
、
こ

の
蒸
気
は
実
際
に
は
、
す
べ
て
の
存
在
す
る
者
の
中
に
偏
在
し
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て
い
る
。︵
中
略
）こ
の
気
息
は
、
外
面
的
な
形
体
を
取
っ
て
個
別

化
し
な
い
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
が
、
外
面
的
な
形
体
を
も
た

な
い
空
気
を
そ
の
影
響
で
知
り
、
そ
の
存
在
に
全
く
疑
い
を
持

た
な
い
よ
う
に
、﹃
直
観
の
人
々
﹄︵
神
か
ら
の
開
示
を
受
け
た
神
秘

家
）は
、
気
息
の
影
響
と
存
在
に
関
し
て
何
の
疑
い
も
持
た
な
い
﹂

︵p.41

）。
つ
ま
り
、
神
秘
家
は
、
我
々
が
空
気
の
存
在
を
知
り
、

感
じ
る
よ
う
に
、万
物
に
流
れ
て
い
る
神
の
気
息
、蒸
気
を
知
り
、

感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ク
ー
ナ

ウ
ィ
ー
は
、﹁
直
観
の
人
々
﹂
に
は
属
さ
な
い
人
々
の
た
め
に
、

我
々
の
身
体
を
考
察
す
る
よ
う
に
勧
め
る
。
人
間
は
小
宇
宙
な

の
で
、
大
宇
宙
に
あ
る
も
の
は
す
べ
て
人
間
に
お
い
て
も
対
応

物
が
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
人
間
に
お
い
て
、
こ
の
気
息
に

対
応
す
る
の
は
、
生
気︵
ル
ー
フ
・
ハ
ヤ
ワ
ー
ニ
ー
）を
運
ぶ
蒸
気
で

あ
る
。
生
気
は
、
医
学
用
語
で
、
ギ
リ
シ
ャ
語
の
プ
ネ
ウ
マ
に

あ
た
り
、
普
通
は
、
体
内
を
な
が
れ
る
蒸
気
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
て
い
る
が
、
ク
ー
ナ
ウ
ィ
ー
は
、
蒸
気
は
生
気
を
運
ぶ
媒
体

だ
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
蒸
気
は
、
心
臓
か
ら
脳

へ
と
上
昇
し
、
脳
腔
を
満
た
し
、
そ
こ
で
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を

お
こ
な
う
。

　

最
後
の
﹁
薄
雲
﹂︵
ア
マ
ー
）
も
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
独
特
の
術

語
だ
が
、
出
典
は
、
次
の
よ
う
な
ハ
デ
ィ
ー
ス
に
あ
る
。﹁
我
々

の
主
は
、
被
造
物
を
創
造
さ
れ
る
前
に
ど
こ
に
お
ら
れ
た
の
か
﹂

と
質
問
さ
れ
た
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
は
﹁
薄
雲
の
中
に
主
は
お
ら

れ
た
﹂
と
答
え
た
と
い
う
。
こ
の
薄
雲
は
、
こ
の
中
間
節
の
よ
う

に
﹁
慈
悲
あ
ま
ね
き
者
の
気
息
﹂
の
別
名
で
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と

も
あ
る
が
、
他
の
箇
所
で
は
﹁
統
合
的
一
性
﹂
の
階
梯
の
別
名
と

し
て
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
ク
ー
ナ
ウ
ィ
ー
の
用
法
は
一
定

し
な
い
。
こ
こ
で
は
、
薄
雲
は
、
統
合
的
一
性
の
中
に
隠
さ
れ

て
い
る
被
造
物
の
諸
本
質
を
映
す
鏡
に
譬
え
ら
れ
て
い
る

︵p.46

）。
こ
の
鏡
に
映
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
諸
物
の
本
質
は

具
体
的
存
在
者
と
な
る
。

　

一
般
存
在
が
神
か
ら
最
初
に
発
出
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は

前
述
し
た
が
、
そ
れ
で
は
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
発
出
し
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
関
す
る
ク
ー
ナ
ウ
ィ
ー
の
記
述
は

な
か
な
か
理
解
が
容
易
で
は
な
い
。
い
く
つ
か
の
記
述
を
あ
げ

て
み
よ
う
。

　
﹁
そ
れ
自
身
に
対
し
て
現
れ
た
存
在
的
形
体
︵
一
般
存
在
）
は
諸

神
名
の
最
初
の
結
合
︵
イ
ジ
ュ
テ
ィ
マ
ー
ウ
）
か
ら
生
じ
る
︵
ハ
ー
シ
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ル
）﹂︵p.40

）

　
﹁〔
一
般
的
蒸
気
は
〕
愛
と
意
志
に
よ
る
神
の
不
可
視
の
志
向

︵
タ
ワ
ッ
ジ
ュ
フ
・
イ
ラ
ー
ヒ
ー
・
ガ
イ
ビ
ー
・
フ
ッ
ビ
ー
・
イ
ラ
ー
デ
ィ

ー
）
に
よ
っ
て
本
体
的
諸
神
名
︵
ア
ス
マ
ー
ウ
・
ザ
ー
テ
ィ
ー
ヤ
）
の

間
に
起
こ
る
一
般
的
結
合
の
結
果
で
あ
る
。
こ
の
結
合
は
第
一

の
婚
姻
と
呼
ば
れ
る
﹂︵p.41
）

　
﹁〔
慈
悲
あ
ま
ね
き
者
の
〕気
息
は
根
本
的
諸
神
名
の
結
合︵
イ
ジ

ュ
テ
ィ
マ
ー
ウ
）か
ら
現
れ
た
最
初
の
子
供
で
あ
る
﹂︵p.44

）

　

こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
、
一
般
存
在
は
﹁
第
一
の
婚
姻
﹂
と
名
付

け
ら
れ
る
、﹁
根
本
的
本
体
的
﹂
諸
神
名
の
結
合
に
よ
っ
て
生
み

出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
以
下
の
記
述
は
、
一
般
存

在
に
言
及
し
て
い
な
い
が
、
第
一
の
婚
姻
の
お
こ
な
わ
れ
る
階

梯
の
説
明
で
あ
る
。

　
﹁〔
婚
姻
の
お
こ
な
わ
れ
る
四
つ
の
階
梯
の
中
の
〕
第
一
の
階
梯

は
、︵
中
略
）根
本
的
な
主
要
諸
神
名
に
対
す
る
神
的
本
体
の
志
向

︵
タ
ワ
ッ
ジ
ュ
フ
・
イ
ラ
ー
ヒ
ー
・
ザ
ー
テ
ィ
ー
）
で
あ
る
﹂︵p.43 . 

本

稿p.91

参
照
）

　

婚
姻
と
は
結
合
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
何
か
が
生

み
出
さ
れ
る
こ
と
を
い
う
。
第
一
の
婚
姻
で
結
合
さ
れ
る
根
本

的
・
本
体
的
諸
神
名
と
は
具
体
的
に
は
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。
ク

ー
ナ
ウ
ィ
ー
は
、
こ
れ
ら
が
四
つ
で
あ
る
と
は
言
う
︵p.42

） 

が
、

具
体
的
な
名
前
は
列
挙
し
な
い
。
し
か
し
、
フ
ァ
ナ
ー
リ
ー
を

は
じ
め
、
注
釈
者
た
ち
は
、
そ
れ
が﹁
生
命
﹂、﹁
知
識
﹂、﹁
意
志
﹂、

﹁
権
能︵
力
）﹂で
あ
る
と
い
う
。
た
し
か
に
、
こ
の
四
つ
が
結
び
つ

い
た
時
、
行
為
が
生
ま
れ
る
。
つ
ま
り
、
生
あ
る
も
の
が
、
何

か
を
知
り
、
そ
れ
を
意
志
し
、
そ
の
意
志
を
遂
行
す
る
力
が
あ

れ
ば
行
為
が
生
ま
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
根
本
的
本
体
的
諸
神

名
を
結
合
さ
せ
る
の
は
、
愛
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
た
神
の
志
向

︵
タ
ワ
ッ
ジ
ュ
フ
）
で
あ
る
。
こ
こ
で
志
向
と
訳
し
た
タ
ワ
ッ
ジ
ュ

フ
と
い
う
語
は
、
本
来
は﹁
顔︵
ワ
ジ
ュ
フ
）を
向
け
る
﹂と
い
う
こ

と
で
、﹁
注
意
・
心
を
向
け
る
﹂こ
と
を
意
味
す
る
。
神
の
志
向
が
、

存
在
賦
与
的
働
き
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
、﹁
存
在
賦
与
的
志
向
﹂

︵
タ
ワ
ッ
ジ
ュ
フ
・
イ
ー
ジ
ャ
ー
デ
ィ
ー p.51 . 

本
稿p.95

の
引
用
文
）
と

い
う
術
語
か
ら
も
明
白
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
神
の
愛
に
動
か

さ
れ
て
、
神
の
注
意
が
統
合
的
一
性
の
中
に
隠
れ
て
い
る
﹁
慈
悲

あ
ま
ね
き
者
﹂︵
ラ
フ
マ
ー
ン
）
に
向
か
い
、
そ
れ
に
対
し
て
﹁
意

志
﹂、﹁
権
能
﹂が
結
合
し
、﹁
慈
悲
あ
ま
ね
き
者
﹂の
形
体
で
あ
る

気
息
を
外
に
発
出
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
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（
３
）婚
姻（
ニ
カ
ー
フ
）の
四
つ
の
階
梯（
マ
ル
タ
バ
）

　

前
述
し
た
よ
う
に
、
婚
姻
と
は
、
結
合
の
こ
と
で
あ
り
、
そ

の
結
合
の
結
果
、
何
か
新
し
い
も
の
が
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
を

特
徴
と
す
る
。
二
つ
の
も
の
が
結
合
し
て
、
新
し
い
三
つ
目
の

も
の
が
出
現
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
ク
ー
ナ
ウ
ィ
ー
は
、
婚
姻

と
い
う
メ
タ
フ
ァ
ー
と
は
別
に
、
三
段
論
法
の
メ
タ
フ
ァ
ー
に

よ
っ
て
も
説
明
し
て
い
る
。
三
段
論
法
で
は
、
大
前
提
と
小
前

提
が
結
合
し
て
、
結
論
︵
ナ
テ
ィ
ー
ジ
ャ
）
が
生
ま
れ
る
。
婚
姻
の

メ
タ
フ
ァ
ー
の
特
徴
は
、
結
合
す
る
二
つ
の
も
の
が
同
質
の
も

の
で
は
な
く
、
男
性
原
理︵
婚
姻
す
る
者
、
ナ
ー
キ
フ
）と
女
性
原
理

︵
婚
姻
さ
れ
る
者
、
マ
ン
ク
ー
フ
）
に
分
か
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か

し
、
残
念
な
こ
と
に
、
こ
れ
ら
男
性
原
理
と
女
性
原
理
が
な
ん

で
あ
る
の
か
は
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
で
は
、
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。

　

さ
て
、
婚
姻
の
四
つ
の
階
梯
は
、
ク
ー
ナ
ウ
ィ
ー
の
想
定
す

る
﹁
一
般
的
、
普
遍
的
な
も
の
か
ら
、
具
体
的
、
特
殊
的
な
も
の

へ
の
個
別
化︵
タ
ア
イ
ユ
ヌ
）の
階
梯
﹂と
深
く
か
か
わ
る
。
ク
ー
ナ

ウ
ィ
ー
の
階
梯
論
は
、後
世
、﹁
五
つ
の
神
的
臨
在
﹂︵
ハ
ダ
ラ
ー
ト
・

イ
ラ
ー
ヒ
ー
ヤ
・
ハ
ム
ス
）
と
し
て
有
名
に
な
っ
たき
。
臨
在
︵
ハ
ド
ゥ

ラ
、
英
語
で
はPresence

と
訳
さ
れ
る
）
と
は
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー

の
術
語
で
は
、
神
的
諸
真
性
が
顕
現
す
る
領
域
の
こ
と
で
あ
る

が
、
多
く
の
場
合
、
階
梯︵
マ
ル
タ
バ
あ
る
い
は
ル
ト
ゥ
バ
）と
区
別

さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
﹁
五
つ
の
臨
在
﹂
は
、
後
世
の
存
在
一
性

論
者
た
ち
に
よ
っ
て
頻
繁
に
使
用
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

ク
ー
ナ
ウ
ィ
ー
自
身
の
著
作
の
中
で
は
、﹃
開
扉
章
注
釈
﹄と﹃
神

か
ら
の
薫
風
﹄
だ
け
に
し
か
現
れ
な
い
。
後
者
の
説
明くに
よ
る
と

五
つ
の
臨
在
と
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

︵
１
）
諸
神
名
、
諸
属
性
、
可
能
的
な
る
も
の
の
諸
元
型
、
抽
象

的
諸
概
念
、
諸
顕
現
を
包
含
し
た
玄
秘

︵
２
）高
位
の
諸
聖
霊
と
最
も
偉
大
な
る
聖
霊
の
臨
在

︵
３
）す
べ
て
を
統
合
す
る
中
間
、
つ
ま
り
完
全
人
間

︵
４
）イ
メ
ー
ジ︵
ミ
サ
ー
ル
）の
世
界

︵
５
）可
視
的
・
感
覚
的
世
界

　
︵
１
）
は
、﹃
玄
秘
へ
の
鍵
﹄
の
﹁
統
合
的
一
性
﹂
に
相
当
す
る
。

こ
こ
で
は
玄
秘
と
よ
ば
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
一
切
の
多
性
を

含
ま
な
い
、
上
述
の
絶
対
的
玄
秘
で
は
な
く
て
、
ま
だ
多
性
が

現
れ
て
い
な
い
で
隠
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
相
対
的
玄
秘

︵
ガ
イ
ブ
・
イ
ダ
ー
フ
ィ
ー
）で
あ
る
。︵
２
）は
、
し
ば
し
ば
、
諸
聖
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霊
の
世
界︵
ア
ー
ラ
ム
・
ア
ル
ワ
ー
フ
）と
も
表
現
さ
れ
る
。
聖
霊︵
ル

ー
フ
、
ア
ル
ワ
ー
フ
は
複
数
形
）
と
は
一
般
的
に
天
使
の
こ
と
を
意

味
す
る
が
、
高
位
の
諸
聖
霊
と
は
、
哲
学
者
の
用
語
に
お
け
る
、

離
在
的
諸
知
性
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
︵
哲
学
者
は
離
在
的
諸
知

性
を
10
に
限
定
し
た
が
、
ク
ー
ナ
ウ
ィ
ー
は
聖
霊
の
数
を
限
定
し
て
い

な
い
）。
最
も
偉
大
な
る
聖
霊
と
は
、
哲
学
者
の
第
一
知
性
に
対

応
す
る
大
天
使
ガ
ブ
リ
エ
ル
の
こ
と
だ
ろ
う
。︵
４
）
の
イ
メ
ー

ジ︵
ミ
サ
ー
ル
）
と
は
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
に
よ
れ
ば
、
感
覚
で

は
な
く
、
想
像
力
︵
表
象
能
力
）
で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
像
で
あ

る
。
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
は
、
こ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
は
、
人

間
の
想
像
力
の
な
か
だ
け
で
は
な
く
、
可
視
的
世
界
と
は
別
の

次
元
の
世
界
に
実
在
す
る
と
考
え
た
。
た
と
え
ば
、
諸
聖
霊
の

世
界
は
物
質
的
で
は
な
い
の
で
、
本
来
は
可
視
的
な
形
体
を
持

た
な
い
が
、
天
使
た
ち
は
こ
の
イ
メ
ー
ジ
の
世
界
の
形
体
を
と

っ
て
現
れ
る
。
ま
た
、
終
末
や
来
世
も
イ
メ
ー
ジ
の
世
界
の
出

来
事
と
し
て
説
明
さ
れ
る
。

　

以
上
に
説
明
し
た
﹁
五
つ
の
臨
在
﹂
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、

ク
ー
ナ
ウ
ィ
ー
の
著
作
の
中
に
は
あ
ま
り
登
場
し
な
い
。
そ
れ

よ
り
も
頻
繁
に
使
わ
れ
る
の
が
、
抽
象
的
諸
概
念
の
世
界
︵
ア
ー

ラ
ム
・
マ
ア
ー
ニ
ー
）、
諸
聖
霊
の
世
界︵
ア
ー
ラ
ム
・
ア
ル
ワ
ー
フ
）、

イ
メ
ー
ジ
の
世
界︵
ア
ー
ラ
ム
・
ミ
サ
ー
ル
）、感
覚
世
界︵
ア
ー
ラ
ム
・

ヒ
ッ
ス
）け
の
四
つ
の
世
界
で
あ
る
。
こ
の
四
つ
の
世
界
の
う
ち
抽

象
的
諸
概
念
の
世
界
を
除
く
三
つ
が
、
前
述
し
た
五
つ
の
臨
在

と
対
応
す
る
。
抽
象
的
諸
概
念
の
世
界
は
、
統
合
的
一
性
界
の

中
に
含
ま
れ
て
い
る
、
神
的
諸
真
性
、
被
造
物
的
諸
真
性
、
類

や
種
な
ど
の
諸
本
質
な
ど
思
惟
対
象
の
総
体
を
指
し
て
い
る
。

　

さ
て
、
こ
の
四
つ
の
世
界
は
階
層
構
造
を
成
し
て
い
る
が
、

同
時
に
出
現
の
順
序
で
も
あ
る
。
ク
ー
ナ
ウ
ィ
ー
は
、
上
位
の

世
界
、
よ
り
普
遍
的
な
世
界
で
の
普
遍
的
な
も
の
同
士
の
結
合

が
、
下
位
世
界
の
個
別
的
特
殊
的
な
も
の
を
生
み
出
す
と
考
え

る
。
た
と
え
ば
、﹃
玄
秘
へ
の
鍵
﹄
の
中
間
節
の
前
半
部
で
彼
は

次
の
よ
う
に
言
う
。

〔
個
別
化
し
た
、
特
殊
的
な
〕
神
的
事
柄
︵
ア
ム
ル
）こ
と
は
、

結
合︵
ジ
ャ
ム
イ
ー
ヤ
）あ
る
い
は
合
成︵
タ
ウ
リ
ー
フ
）の
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
結
合
は
、︵
１
）
単
独
の
真
性
や
抽
象

概
念
間
の
結
合
の
よ
う
に
、
概
念
的
な
結
合
・
合
成
で

あ
る
か
、︵
２
）
質
料
的
で
あ
る
か
、︵
３
）
擬
似
質
料
的
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で
あ
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
諸
能
力
、
諸
志
向
性

と
し
て
捉
え
ら
れ
た
光
輝
く
聖
霊
同
士
が
結
合
し
て
、

聖
霊
た
ち
の
可
視
的
な
顕
現
の
場
と
な
る
イ
メ
ー
ジ
の

形
体︵
ス
ワ
ル
・
ミ
サ
ー
リ
ー
ヤ
）と
イ
メ
ー
ジ
の
世
界
を
出

現
さ
せ
、
ま
た
、
イ
メ
ー
ジ
の
形
体
同
士
の
結
合
で
、

諸
天
体
や
単
純
諸
物
体︵
四
元
素
）を
生
み
出
す︵
タ
ウ
リ
ー

ド
）
の
は
、
擬
似
質
料
的
結
合
・
合
成
の
例
で
あ
る
。
諸

天
体
や
単
純
諸
物
体
の
後
は
、
質
料
的
結
合
で
あ
り
、

そ
の
果
実︵
サ
マ
ラ
）は
、複
合
的
自
然
的
諸
形
体︵
ス
ワ
ル
・

タ
ビ
ー
イ
ー
ヤ
・
ム
ラ
ッ
カ
バ
、
個
々
の
鉱
物
、
植
物
、
動
物

の
こ
と
）
の
出
現
で
あ
る
。︵p.37 . 
た
だ
し
、
脚
注
５
の
ヴ
ァ

リ
ア
ン
ト
の
読
み
に
従
っ
て
訳
し
た
。）

　

つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
、
諸
聖
霊
の
世
界
に
お
け
る
聖
霊
同
士

の
結
合
が
、
イ
メ
ー
ジ
の
世
界
を
生
み
出
し
、
イ
メ
ー
ジ
の
世

界
に
お
け
る
イ
メ
ー
ジ
の
形
体
同
士
の
結
合
が
、
諸
天
体
や
諸

元
素
を
生
み
出
し
、
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
諸
元
素
間
の
結

合
が
、複
合
的
自
然
的
諸
形
体
を
生
み
出
す
と
さ
れ
る
。
た
だ
し
、

こ
こ
で
は
、
単
独
の
真
性
や
抽
象
概
念
間
の
結
合
が
何
を
生
み

出
す
か
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
し
、
抽
象
的
諸
概
念
の
世
界
に

も
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

　

上
述
し
た
四
つ
の
世
界
の
誕
生
が
、
よ
り
明
瞭
に
説
明
さ
れ

て
い
る
の
が
、﹃
40
の
ハ
デ
ィ
ー
ス
注
釈
﹄
で
あ
る
。
フ
ァ
ナ
ー

リ
ー
は
、
こ
の
部
分
を
後
述
す
る
﹁
婚
姻
の
四
つ
の
階
梯
﹂
の
注

釈
で
引
用
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
根
本
的
諸
神
名
の
志

向
か
ら
生
ま
れ
た
結
合
体
の
最
初
の
結
果
︵
ナ
テ
ィ
ー
ジ
ャ
）
は
、

﹁
抽
象
的
諸
概
念
の
世
界
﹂
で
あ
る
。
次
に
、
抽
象
的
諸
概
念
の

結
合
か
ら
生
じ
た
の
は
、﹁
諸
聖
霊
の
世
界
﹂
で
あ
る
。
次
の
諸

聖
霊
の
結
合
に
は
二
種
類
あ
る
。
第
一
の
種
類
は
、
顕
現
の
場

を
持
た
な
い
諸
聖
霊
︵
高
次
の
諸
聖
霊
）
の
結
合
で
、
こ
の
結
合
か

ら
、
イ
メ
ー
ジ
の
世
界
が
生
み
出
さ
れ
る
︵
マ
ウ
ル
ー
ド
）。
さ
ら

に
イ
メ
ー
ジ
の
世
界
で
個
別
化
さ
れ
、
イ
メ
ー
ジ
の
世
界
の
性

質
と
属
性
に
染
め
ら
れ
た
聖
霊
、
つ
ま
り
顕
現
の
場
を
得
た
聖

霊
︵
低
次
の
諸
聖
霊
）
の
結
合
は
、
感
覚
的
諸
物
体
の
世
界
を
産
出

す
る
。
こ
れ
の
第
一
の
者
は
囲
繞
す
る
玉
座
︵
ア
ル
シ
ュ
）
と
、
単

純
な
る
物
体︵
ジ
ス
ム
・
バ
シ
ー
ト
、
四
元
素
の
こ
と
）で
あ
る
。さ

　

こ
の﹃
40
の
ハ
デ
ィ
ー
ス
﹄の
記
述
は
、
前
掲
の﹃
玄
秘
へ
の
鍵
﹄

︵p.37

）
の
説
明
と
一
致
し
て
お
り
、
そ
こ
で
は
欠
け
て
い
た
﹁
抽
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象
的
諸
概
念
の
世
界
﹂
の
出
現
に
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

こ
の
記
述
は
、﹁
四
つ
の
世
界
﹂
の
階
層
構
造
に
も
対
応
し
て
い

る
。
つ
ま
り
、
根
本
的
諸
神
名
の
結
合
が
︵
１
）
抽
象
的
諸
概
念

の
世
界
を
生
み
出
し
、
抽
象
的
諸
概
念
の
結
合
が
︵
２
）
諸
聖
霊

の
世
界
を
生
み
出
し
、
諸
聖
霊
間
の
結
合
が
︵
３
）
イ
メ
ー
ジ
の

世
界
を
生
み
出
し
、
諸
イ
メ
ー
ジ
の
結
合
、
あ
る
い
は
イ
メ
ー

ジ
世
界
の
性
質
に
染
ま
っ
た
低
位
の
天
使
た
ち
の
結
合
が
︵
４
）

感
覚
的
諸
物
体
の
う
ち
、
単
純
諸
物
体
と
天
体
を
生
み
出
す
。

そ
し
て
、
単
純
諸
物
体
つ
ま
り
四
元
素
の
結
合
が
、
複
合
的
自

然
的
諸
形
体
、
つ
ま
り
鉱
物
、
植
物
、
動
物
を
生
み
出
す
。

　

さ
て
、
そ
れ
で
は
、
い
よ
い
よ
﹃
玄
秘
へ
の
鍵
﹄
中
間
節
の
ほ

ぼ
中
ご
ろ
に
現
れ
る
婚
姻
の
四
つ
の
階
梯
を
紹
介
し
よ
う
。

婚
姻
に
は
四
つ
の
異
な
っ
た
階
梯
が
あ
る
。

　

第
一
の
階
梯
は
、
彼
性
の
玄
秘
と
被
造
物
的
臨
在
の

鍵
で
あ
る
根
本
的
な
主
要
諸
神
名
に
対
す
る
神
的
本
体

の
志
向
︵
タ
ワ
ッ
ジ
ュ
フ
・
イ
ラ
ー
ヒ
ー
・
ザ
ー
テ
ィ
ー
）
で

あ
る
。

　

第
二
の
階
梯
は
、
聖
霊
的
婚
姻
︵
ニ
カ
ー
フ
・
ル
ー
ハ
ー

ニ
ー
）で
あ
る
。

　

第
三
の
階
梯
は
、
自
然
的
マ
ラ
ク
ー
ト
的
︵
タ
ビ
ー
イ

ー
・
マ
ラ
ク
ー
テ
ィ
ー
）婚
姻
で
あ
る
。

　

第
四
の
階
梯
は
、
最
も
下
位
の
元
素
的︵
ウ
ン
ス
リ
ー
・

ス
フ
リ
ー
）婚
姻
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
諸
婚
姻
の
そ
れ
ぞ
れ
は
、
そ
れ
よ
り
上
の

婚
姻
よ
り
特
殊
的︵
ア
ハ
ッ
ス
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
四
つ
の

婚
姻
が
統
合
的
に
思
惟
さ
れ
る
階
梯
を
除
い
て
は
、
婚

姻
に
五
番
目
の
階
梯
は
な
い
。
こ
の
五
番
目
の
階
梯
は
、

人
間
だ
け
に
特
有
の
も
の
で
あ
る
。
根
本︵
の
階
梯
、
す
な

わ
ち
第
一
の
婚
姻
の
階
梯
）に
お
け
る
結
果︵
ナ
テ
ィ
ー
ジ
ャ
）

は
、
存
在
の
絶
対
的
形
体
︵
ム
ト
ゥ
ラ
ク
・
ス
ー
ラ
・
ウ
ジ

ュ
ー
デ
ィ
ー
ヤ
、
一
般
存
在
の
こ
と
）
で
あ
り
、
そ
れ
よ
り

下
の
階
梯
で
は
、〔
婚
姻
の
結
果
は
〕
個
別
化
し
た
諸
存

在︵
ウ
ジ
ュ
ー
ダ
ー
ト
・
ム
タ
ア
イ
ヤ
ナ
）で
あ
る
。︵p.43

）

　

ク
ー
ナ
ウ
ィ
ー
は
、
こ
れ
以
上
の
説
明
を
お
こ
な
っ
て
い
な

い
の
で
詳
細
は
不
明
だ
が
、
こ
の
四
つ
の
階
梯
が
、
前
述
し
た

四
つ
の
世
界
構
造
、
五
つ
の
臨
在
と
ほ
ぼ
対
応
し
て
い
る
こ
と
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は
み
と
め
ら
れ
る
。
特
に
人
間
に
特
有
の
五
番
目
の
階
梯
を
含

め
れ
ば
、
異
な
る
よ
う
に
み
え
る
の
は
第
三
の
階
梯
だ
け
で
あ

る
。
第
三
の
階
梯
で
使
わ
れ
て
い
る
﹁
マ
ラ
ク
ー
ト
﹂
と
い
う
の

は
、
ス
ー
フ
ィ
ー
宇
宙
論
の
概
念
で
あ
る
。
古
典
的
ス
ー
フ
ィ

ズ
ム
で
は
、
宇
宙
は
、
ム
ル
ク
界
︵
現
象
世
界
）、
マ
ラ
ク
ー
ト
世

界
︵
中
間
世
界
）、
ジ
ャ
バ
ル
ー
ト
世
界
︵
不
可
知
界
）
の
三
つ
の
世

界
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。し
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ

で
は
、
マ
ラ
ク
ー
ト
世
界
を
イ
メ
ー
ジ
の
世
界
、
想
像
の
世
界

︵
ア
ー
ラ
ム
・
ミ
サ
ー
ル
）
と
同
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
そ

の
場
合
﹁
自
然
的
﹂
と
い
う
言
葉
が
問
題
と
な
る
が
、
イ
メ
ー
ジ

の
世
界
も
広
義
の
﹁
自
然
﹂
に
含
ま
れ
て
い
る
と
解
釈
す
る
他
は

な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の﹁
婚
姻
の
四
つ
の
階
梯
﹂は﹃
40
の
ハ
デ
ィ
ー

ス
注
釈
﹄
に
お
け
る
四
世
界
誕
生
の
記
述
と
対
応
し
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。
明
ら
か
に
異
な
る
の
は
、
第
一
の
結
合
に
よ
っ
て
生

み
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。﹃
40
の
ハ
デ
ィ
ー
ス
注
釈
﹄
で
は
根

本
的
諸
神
名
の
結
合
は
、﹁
抽
象
的
諸
概
念
の
世
界
﹂
を
生
み
出

す
が
、
婚
姻
の
第
一
の
階
梯
で
生
み
出
さ
れ
る
も
の
は
、﹁
一
般

存
在
﹂
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
ク
ー
ナ
ウ
ィ
ー
は
、
第

一
の
婚
姻
よ
り
下
の
階
梯
で
生
み
出
さ
れ
る
も
の
も
、
階
梯
で

は
な
く
個
別
的
存
在
︵
あ
る
い
は
存
在
者
）
で
あ
る
と
強
調
し
て

い
る
。

　

そ
れ
で
は
、﹃
40
の
ハ
デ
ィ
ー
ス
注
釈
﹄
の
記
述
と
﹁
婚
姻
の

四
つ
の
階
梯
﹂
の
記
述
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う

か
。
筆
者
は
、
前
者
は
、
後
で
ク
ー
ナ
ウ
ィ
ー
が
、﹁
神
的
事
柄

の
降
下
の
順
序
﹂
と
呼
ぶ
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
、﹁
存
在
賦
与

の
順
序
﹂と
呼
ぶ
も
の
で
あ
る
と
考
え
る︵
本
稿p.98

参
照
）。
神
的

事
柄
の
降
下
の
順
序
と
は
、
神
の
知
識
の
中
で
、
抽
象
的
普
遍

的
な
も
の
か
ら
、
よ
り
具
体
的
特
殊
的
な
も
の
へ
と
、
知
識
の

対
象
が
個
別
化
し
て
い
く
順
序
の
こ
と
で
あ
り
、
存
在
賦
与
の

順
序
と
は
、
具
体
的
個
的
存
在
者
が
現
れ
て
く
る
順
序
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、こ
の
二
つ
の
順
序
は
対
応
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

す
べ
て
の
個
別
的
存
在
者
は
、
神
の
知
識
の
中
に
、
階
梯
と
し

て
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
個
別
的
存
在
者
と
そ
の
階
梯

の
関
係
は
、﹁
ス
ル
タ
ン
﹂と﹁
ス
ル
タ
ン
職
﹂、﹁
カ
リ
フ
﹂と﹁
カ

リ
フ
職
﹂
の
関
係
で
あ
る
︵p.61

）。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
神

の
知
識
の
中
の
諸
階
梯
の
階
層
構
造
は
、
会
社
の
組
織
図
に
比

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
に
は
社
長
職
が
あ
り
、
そ
の
下
に
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は
い
く
つ
か
の
重
役
職
が
あ
り
、
そ
の
下
に
は
ま
た
い
く
つ
か

の
部
長
職
が
あ
る
。
こ
の
階
層
構
造
に
存
在
を
賦
与
し
た
の
が
、

現
実
の
具
体
的
な
存
在
者
、
つ
ま
り
社
長
、
重
役
、
部
長
な
ど

の
階
層
構
造
と
な
る
。
つ
ま
り
、
階
層
構
造
に
は
、
諸
階
梯
の

階
層
構
造
と
存
在
者
の
階
層
構
造
の
二
つ
が
あ
る
。
後
者
は
、

前
者
を
一
般
存
在
と
い
う
鏡
に
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
も
い
え

る
。

　

第
一
節
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ア
ッ
ラ
ー
と
い
う
神
名
は
前
者

を
統
括
す
る
名
前
で
あ
り
、﹁
慈
悲
あ
ま
ね
き
者
﹂︵
ラ
フ
マ
ー
ン
）

は
後
者
を
統
括
す
る
名
前
で
あ
るす
。
婚
姻
と
は
、
ま
さ
に
、
諸

階
梯
の
階
層
構
造
に
あ
っ
た
も
の
が
、
存
在
者
の
階
層
構
造
へ

と
移
行
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、﹃
40
の

ハ
デ
ィ
ー
ス
注
釈
﹄
の
記
述
は
、
神
の
知
識
の
中
の
諸
階
梯
の
個

別
化
の
プ
ロ
セ
ス
と
考
え
ら
れ
る
。
図
１
は
、
諸
階
梯
の
階
層

構
造
と
存
在
者
の
階
層
構
造
及
び
そ
の
関
係
を
図
式
化
し
た
も

の
で
あ
る
。

　

図
１
に
お
い
て
、
上
か
ら
下
へ
の
矢
印
は
、
個
別
化
︵
タ
ア
イ

ユ
ヌ
）
の
プ
ロ
セ
ス
を
示
す
。
左
の
列
は
神
の
知
識
の
中
の
階
梯

の
階
層
構
造
で
あ
り
、
右
の
列
が
具
体
的
個
別
的
存
在
者
の
階

　　　　　　　　　　　　　　　　　
根本的本体的諸神名（生命、知識、意志、権能）　　　　　
　↓
抽象的諸概念の世界（その他の二次的諸神名）　　　　　　一般存在
　↓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
諸聖霊の世界　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　諸聖霊の世界
　↓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
イメージの世界　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イメージの世界
　↓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓　　　　　　　　　　　　個別的存在
可能的諸物の諸元型　　　　　　　　　　　　　　　　　　天体と単純物体（四元素）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　複合的自然物体

絶対的玄秘
↓
絶対的一性
↓
統合と存在
（アッラーとラフマーン）

図１
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層
構
造
で
あ
る
。
左
側
の
列
は
、
統
合
的
一
性
の
内
部
に
隠
れ

て
い
る
︵
バ
ー
テ
ィ
ン
）
の
対
し
、
右
側
の
列
は
外
側
に
現
れ
て
い

る
︵
ザ
ー
ヒ
ル
）。
た
だ
し
、
一
般
存
在
は
、
す
べ
て
の
個
別
的
存

在
者
に
内
在
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
体
が
個
別
的
存

在
者
で
は
な
い
。
左
か
ら
右
へ
の
矢
印
は
、
左
列
の
階
梯
で
お

こ
な
わ
れ
た
婚
姻
が
右
側
の
列
の
存
在
を
生
み
出
し
た
こ
と
を

示
す
。
た
と
え
ば
、
根
本
的
諸
神
名
の
階
梯
で
の
婚
姻
が
、
一

般
存
在
を
生
み
出
す
。
諸
聖
霊
は
、
抽
象
的
諸
概
念
の
世
界
で

の
婚
姻
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
不
思
議

な
こ
と
に
こ
の
階
梯
で
の
婚
姻
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
の
で
破

線
で
示
し
た
。
し
か
し
、
聖
霊
が
、
神
の
諸
神
名
に
対
す
る
志

向
か
ら
現
れ
る
こ
と
は
、
ク
ー
ナ
ウ
ィ
ー
の
次
の
言
葉
か
ら
も

わ
か
る
。100

の
神
名
の
階
梯
に
対
す
る
神
の
志
向︵
タ
ワ
ッ
ジ
ュ
フ
・

イ
ラ
ー
ヒ
ー
）
か
ら
現
れ
た
聖
霊
は
、
10
の
神
名
の
階
梯

に
対
す
る
神
の
志
向
か
ら
現
れ
た
聖
霊
に
比
べ
て
、
よ

り
完
全
で
あ
り
、
よ
り
完
璧
で
あ
る
。︵p.43

）

　

　

こ
の
引
用
文
か
ら
、
抽
象
的
諸
概
念
の
世
界
は
、
一
つ
の
階

梯
で
は
な
く
、
100
を
超
え
る
多
く
の
階
梯
か
ら
構
成
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
ら
の
階
梯
の
い
く
つ
か
が
結
合
し
て
、

聖
霊
が
生
ま
れ
る
。
結
合
さ
れ
る
階
梯
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
、

生
ま
れ
る
聖
霊
は
完
全
な
も
の
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
抽
象

的
諸
概
念
の
世
界
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
下
の
す
べ
て
の
世
界

で
も
あ
て
は
ま
る
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
各
世
界
は
そ
れ
ぞ

れ
多
く
の
階
梯
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
階
梯
の
い
く

つ
か
が
神
の
志
向
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
て
、
具
体
的
存
在
者
が

生
み
出
さ
れ
る
。

　

最
後
の
元
素
的
階
梯
に
お
け
る
婚
姻
は
、
観
念
と
し
て
の
元

素
の
結
合
と
考
え
る
よ
り
は
、
実
際
の
元
素
が
結
合
し
て
、
複

合
的
自
然
物
体
を
生
み
出
し
た
と
考
え
る
方
が
自
然
な
の
で
、

左
か
ら
右
へ
の
矢
印
は
付
け
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
具
体
的
個

物
の
発
生
に
関
し
て
、
元
素
の
結
合
と
い
う
自
然
学
的
説
明
と
、

可
能
的
諸
物
の
元
型
の
上
に
注
が
れ
る
神
の
志
向
と
い
う
神
秘

学
的
説
明
が
ど
の
よ
う
に
調
和
す
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
お

そ
ら
く
、
神
の
志
向
が
先
行
し
て
、
そ
の
結
果
と
し
て
自
然
的

プ
ロ
セ
ス
が
発
動
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
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最
後
に
、
ク
ー
ナ
ウ
ィ
ー
は
明
示
し
て
い
な
い
が
、
各
階
梯

で
の
婚
姻
に
お
い
て
、
能
動
者
︵
男
性
原
理
、
ナ
ー
キ
フ
）
と
受
動

者︵
女
性
原
理
、
マ
ン
ク
ー
フ
）は
何
か
に
つ
い
て
、
一
つ
の
解
釈
を

試
み
た
い
。
我
々
は
、﹁
一
般
存
在
﹂
を
考
察
し
た
と
き
に
、
愛

に
動
か
さ
れ
た
神
の
志
向
が
、
知
識
・
意
志
・
権
能
と
結
び
つ

い
て
一
般
存
在
を
生
み
出
し
た
と
考
え
た
。
同
じ
こ
と
が
各
階

梯
で
起
こ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
各
階
梯

で
、
知
識
・
意
志
・
権
能
と
結
び
つ
い
た
、
神
の
存
在
賦
与
的

志
向
が
各
階
梯
の
諸
真
性
、諸
本
質
、諸
元
型
の
上
に
向
け
ら
れ
、

神
の
知
識
の
中
に
し
か
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
を
、
具
体
的
存

在
へ
と
引
き
出
す
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
能
動
者
は
神
の
志
向

で
あ
り
、
受
動
者
は
神
の
知
識
の
中
の
諸
真
性
、
諸
本
質
、
諸

元
型
で
あ
る
。
ク
ー
ナ
ウ
ィ
ー
は
中
間
節
の
終
わ
り
近
く
で
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

〔
神
的
〕権
能︵
ク
ド
ゥ
ラ
）の
機
能
は
、
非
存
在
の
諸
物
を
、

﹁
神
の
知
識
の
中
で
は
存
在
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
自
体

に
お
い
て
は
非
存
在
で
あ
る
﹂
と
い
う
状
態
か
ら
、
具
体

的
存
在
︵
ウ
ジ
ュ
ー
ド
・
ア
イ
ニ
ー
）
へ
と
引
き
出
す
︵
イ
フ

ラ
ー
ジ
ュ
）
こ
と
で
あ
る
。〔
中
略
〕
こ
れ
ら
の
神
の
知
識

の
諸
対
象
︵
マ
ウ
ル
ー
マ
ー
ト
）
は
、
神
の
存
在
賦
与
的
志

向
︵
タ
ワ
ッ
ジ
ュ
フ
・
イ
ー
ジ
ャ
ー
デ
ィ
ー
）
が
そ
こ
に
向
け

ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、﹁
知
識
﹂︵
イ
ル
ム
）か
ら﹁
具
体

的
存
在
﹂︵
ア
イ
ン
）
へ
と
不
可
視
的
に
移
動
︵
イ
ン
テ
ィ
カ

ー
ル
・
マ
ウ
ナ
ウ
ィ
ー
）す
る
。︵p. 51 -52

）

（
４
）「
慈
悲
あ
ま
ね
き
者
の
気
息
」に
続
く

　
　
　

個
別
化（
タ
ア
イ
ユ
ヌ
）の
順
序

　

中
間
節
の
後
半
部
で
は
、
統
合
的
一
性
界
の
段
階
的
な
個
別

化
の
プ
ロ
セ
ス
が
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
す
で
に
、
最
初
に
出
現

す
る
﹁
慈
悲
あ
ま
ね
き
者
の
気
息
﹂﹁
薄
雲
﹂
と
呼
ば
れ
る
﹁
一
般

存
在
﹂
に
つ
い
て
は
論
じ
た
。
こ
の
後
に
顕
現
し
て
く
る
も
の
に

対
し
て
、﹁
薄
雲
﹂
は
﹁
顕
現
の
場
﹂、
い
わ
ば
第
一
質
料
の
働
き

を
す
る
。
一
般
存
在
は
、
諸
存
在
者
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
る
も

の
で
あ
っ
て
、
厳
密
な
意
味
で
の
個
別
化
さ
れ
た
存
在
で
は
な

い
の
で
、﹁
神
の
存
在
の
個
別
化
の
最
初
の
も
の
﹂︵
ア
ウ
ワ
ル
・

タ
ア
イ
ユ
ナ
ー
ト
・
ウ
ジ
ュ
ー
デ
ィ
ヒ  p.47

）と
し
て
現
れ
る
の
は﹁
至

高
な
る
筆
﹂︵
カ
ラ
ム
）で
あ
る
。
こ
れ
は
、
他
の
個
所︵p.21

）で
、
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哲
学
者
の
唱
え
る
﹁
第
一
知
性
︵
ア
ク
ル
・
ア
ウ
ワ
ル
）﹂
と
同
定
さ

れ
、﹁
第
一
の
存
在
者
﹂︵
ア
ウ
ワ
ル
・
マ
ウ
ジ
ュ
ー
ド
）
と
呼
ば
れ

て
い
る
。
つ
ま
り
、
一
般
存
在
は
、
存
在
者
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
筆
の
次
に
個
別
化
し
て
現
れ
る
の
は
、﹁
銘
板
﹂︵
ラ

ウ
フ
）
で
あ
る
。
筆
も
銘
板
も
伝
統
的
な
イ
ス
ラ
ー
ム
の
宇
宙
発

生
論
に
現
れ
る
。
あ
る
ハ
デ
ィ
ー
ス
に
よ
る
と
、
神
が
最
初
に

創
造
し
た
の
が
筆
で
、
次
が
銘
板
で
あ
る
。
神
は
そ
の
筆
で
銘

板
に
コ
ー
ラ
ン
を
書
き
こ
ん
だ
と
い
う
。
筆
を
知
性︵
ア
ク
ル
）と

同
一
視
す
る
こ
と
も
ク
ー
ナ
ウ
ィ
ー
以
前
に
す
で
に
一
般
的
で
、

﹁
神
が
最
初
に
創
造
し
た
の
は
知
性
で
あ
る
﹂
と
い
う
ハ
デ
ィ
ー

ス
も
こ
の
同
一
視
を
容
易
に
し
た
。
筆
が
第
一
知
性
で
あ
る
の

に
対
し
て
、
銘
板
は
普
遍
的
霊
魂
︵
ナ
フ
ス
・
ク
ッ
リ
ー
ヤ　

p.57

）

と
同
定
さ
れ
る
。
こ
の
順
番
に
、
ネ
オ
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
ト
リ

ア
ッ
ド︵
一
者
↓
知
性
↓
霊
魂
）の
影
響
を
見
る
の
は
容
易
で
あ
る
。

　

筆
と
銘
板
に
つ
づ
い
て
自
然
︵
タ
ビ
ー
ア
）、
砂
塵
︵
ハ
バ
ー
）、

普
遍
物
体
︵
ジ
ス
ム
・
ク
ッ
ル
）
が
順
々
に
個
別
化
す
る
。
こ
れ
ら

三
つ
は
、
筆
や
銘
板
と
異
な
っ
て
、
普
遍
的
真
性︵
ハ
カ
ー
イ
ク
・

ク
ッ
リ
ー
ヤ
）、
思
惟
対
象
︵
マ
ウ
ク
ー
リ
ー
ヤ
）
と
し
て
個
別
化
す

る
の
で
あ
っ
て
、
具
体
的
な
存
在
者
と
し
て
は
現
れ
な
い
こ
と

を
ク
ー
ナ
ウ
ィ
ー
は
強
調
す
る
。
つ
ま
り
、
個
別
化
し
た
す
べ

て
の
真
性
が
、
具
体
的
存
在
者
と
し
て
現
れ
る
こ
と
は
な
い
の

で
あ
る
。

　

さ
て
、﹁
砂
塵
﹂︵
ハ
バ
ー
）
と
い
う
の
は
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ

ー
の
術
語
で
、
神
が
世
界
の
形
体
を
形
作
る
質
料
を
意
味
す
る
。

そ
れ
ゆ
え
ク
ー
ナ
ウ
ィ
ー
は
、
こ
れ
を
普
遍
質
料︵
ハ
ユ
ー
ラ
ー
・

ク
ッ
ル
）
と
呼
ん
で
い
る
。﹁
薄
雲
﹂
も
可
能
的
質
料
と
呼
ば
れ
て

い
る
の
で
紛
ら
わ
し
い
が
、﹁
薄
雲
﹂
が
、
諸
聖
霊
を
含
め
、
す

べ
て
の
存
在
者
の
質
料
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、﹁
砂
塵
﹂
は
自
然

的
諸
形
体
の
質
料
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の﹁
砂
塵
﹂の
方
が
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
第
一
質
料
に
近
い
。
普
遍
物
体
は
、
イ
ス

ラ
ー
ム
哲
学
で
は
、
第
一
質
料
が
﹁
物
体
性
﹂
と
い
う
形
相
を
持

っ
た
と
き
に
想
定
さ
れ
る
も
の
で
、
普
遍
質
料
と
普
遍
物
体
と

い
う
順
序
は
哲
学
の
影
響
を
伺
わ
せ
るせ
。﹁
自
然
﹂
に
関
し
て
は

何
の
説
明
も
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
前
述
し
た
婚
姻
の
四
つ
の

階
梯
の
中
の
第
三
の
階
梯
が
﹁
自
然
的
・
マ
ラ
ク
ー
ト
的
﹂
と
呼

ば
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
お
そ
ら
く
自
然
は
、
イ
メ
ー

ジ
の
世
界
と
感
覚
的
世
界
の
両
方
を
含
む
の
で
あ
ろ
う
。

　

普
遍
的
物
体
の
中
に
現
れ
た
最
初
の
個
別
化
さ
れ
た
形
体
は
、
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﹁
す
べ
て
を
囲
繞
す
る
玉
座︵
ア
ル
シ
ュ
）﹂で
あ
る
。
ア
ル
シ
ュ
と

は
、コ
ー
ラ
ン
に
出
て
く
る﹁
神
の
玉
座
﹂で
、ク
ー
ナ
ウ
ィ
ー
は
、

﹁
形
体
と
し
て
、
単
体
と
し
て
現
れ
た
結
合
体
の
中
で
最
も
偉
大

な
も
の
﹂︵p.50
）
と
い
う
。
こ
こ
で
単
体
︵
バ
シ
ー
ト
）
と
い
っ
て

い
る
の
は
、
ア
ル
シ
ュ
は
四
元
素
の
複
合
で
は
な
い
か
ら
で
あ

る
。
ち
な
み
に
、
複
合
体
の
中
で
最
も
偉
大
な
の
は
、
元
素
的

な
人
間
の
身
体︵
ナ
シ
ュ
ア
・
イ
ン
サ
ー
ニ
ー
ヤ
・
ウ
ン
ス
リ
ー
ヤ
）で

あ
る︵p.50

）。﹁
す
べ
て
を
囲
繞
す
る
﹂︵
ム
ヒ
ー
ト
）と
い
う
の
は
、

哲
学
者
の﹁
最
外
天
﹂に
使
わ
れ
る
形
容
詞
で
あ
り
、
ク
ー
ナ
ウ
ィ

ー
は
明
示
し
て
い
な
い
が
、
ア
ル
シ
ュ
が
最
外
天
で
あ
る
こ
と

は
間
違
い
な
い
。
ア
ル
シ
ュ
天
は
、
ギ
リ
シ
ャ
的
天
文
学
に
対

抗
し
た
伝
統
的
宗
教
的
天
文
学
で
も
、
し
ば
し
ば
最
高
天
の
名

前
と
し
て
使
わ
れ
る
。
最
外
天
だ
か
ら
こ
そ
﹁
す
べ
て
を
囲
繞
し

て
い
る
﹂
の
で
あ
る
。
ア
ル
シ
ュ
は
す
で
に
可
視
的
・
感
覚
的
な

運
動
︵
円
運
動
）
と
形
体
、
さ
ら
に
霊
︵
ル
ー
フ
）
を
持
っ
て
い
る
。

興
味
深
い
こ
と
に
、ク
ー
ナ
ウ
ィ
ー
は
、哲
学
者
と
は
異
な
っ
て
、

最
外
天
の
円
運
動
の
原
因
を
、
天
体
の
魂
の
抱
く
神
へ
の
愛
に

帰
す
る
こ
と
は
な
い
。
天
は
霊︵
ル
ー
フ
）を
持
っ
て
い
る
が
、
魂

︵
ナ
フ
ス
）
は
持
っ
て
い
な
い
。
霊
と
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
哲

学
者
の
用
語
で
は
知
性
に
相
当
し
、
宗
教
的
な
用
語
で
は
天
使

に
相
当
す
る
。
最
外
天
の
霊
と
は
、
第
一
知
性
す
な
わ
ち
、﹁
至

高
な
る
筆
﹂
で
あ
る
。
ク
ー
ナ
ウ
ィ
ー
は
、
天
体
の
円
運
動
の
原

因
を
、﹁
神
的
本
体
の
一
性
的
統
合
﹂の
性
質
と
し
て
の﹁〔
神
的
〕

意
志
﹂と﹁〔
神
的
〕強
制
﹂︵
カ
ス
ル
）で
あ
る︵p.55

）と
説
明
す
る

一
方
で
、
複
合
物
体
で
あ
る
金
の
熱
に
よ
る
円
運
動
を
天
体
の

円
運
動
を
説
明
す
る
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る︵pp.54 -55

）。そ

　

ア
ル
シ
ュ
の
次
に
現
れ
る
の
が
ク
ル
シ
ー
で
あ
る
。
ア
ル
シ

ュ
と
な
ら
ん
で
、
ク
ル
シ
ー
も
コ
ー
ラ
ン
に
出
典
が
あ
り
、
ア

ル
シ
ュ
と
同
じ
よ
う
に﹁
神
の
玉
座
﹂を
意
味
す
る︵
本
稿
で
は
、
ア

ル
シ
ュ
、
ク
ル
シ
ー
と
、
両
者
と
も
カ
タ
カ
ナ
で
表
記
す
る
）。
ク
ル

シ
ー
も
、
上
位
の
ア
ル
シ
ュ
と
同
じ
よ
う
に
、
運
動
、
形
体
、

霊
を
持
っ
て
い
る
。
ア
ル
シ
ュ
の
霊
が
、﹁
至
高
の
筆
﹂
で
あ
る

の
に
対
し
て
、
ク
ル
シ
ー
の
霊
は
﹁
銘
板
﹂
で
あ
る
。
ク
ル
シ
ー

は
哲
学
者
の
宇
宙
論
に
お
け
る
﹁
恒
星
天
﹂︵
フ
ァ
ラ
ク
・
ム
カ
ウ

カ
ブ
）
に
相
当
す
る
こ
と
を
ク
ー
ナ
ウ
ィ
ー
は
明
示
し
て
い
る

︵p.56

）。

　

ク
ル
シ
ー
の
次
に
、
ア
ル
シ
ュ
天
と
ク
ル
シ
ー
天
の
運
動
の

影
響
で
、
四
元
素
︵
火
、
空
気
、
水
、
土
）
の
形
体
が
現
れ
る
。
そ
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し
て
、
四
元
素
の
後
に
七
天︵
土
星
天
、
木
星
天
、
火
星
天
、
太
陽
天
、

金
星
天
、
水
星
天
、
月
天
）
が
現
れ
る
。
さ
ら
に
七
天
の
後
に
、
鉱

物
界
、
植
物
界
、
動
物
界
が
現
れ
、
最
後
に
人
間
の
出
現
で
終

わ
る
。
こ
の
考
え
に
よ
る
と
、
ア
ル
シ
ュ
天
、
ク
ル
シ
ー
天
と
、

他
の
七
天
は
か
な
り
性
質
が
違
う
こ
と
に
な
る
。
ア
ル
シ
ュ
天

と
ク
ル
シ
ー
天
は
、
単
純
物
体
で
あ
り
、
不
変
で
あ
る
が
、
他

の
七
天
は
、
月
下
界
と
同
じ
よ
う
に
四
元
素
で
で
き
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、中
間
節
の
最
後
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
は
、

﹁
神
的
事
柄︵
ア
ム
ル
）の
降
下
の
順
序
﹂を
次
の
よ
う
に
要
約
し
て

い
る
。

神
的
事
柄︵
ア
ム
ル
）は
、﹁
統
合
と
存
在
の
臨
在
﹂あ
る
い

は
、
そ
の
他
の
別
名
で
呼
ば
れ
る
﹁
諸
真
性
の
真
性
﹂
か

ら
、
不
可
視
的
に
降
下
す
る
。
さ
ら
に
、
す
べ
て
を
囲

繞
す
る
本
体
的
諸
神
名
の
概
念
的
運
動︵
ハ
ラ
カ
・
マ
ウ
ナ

ウ
ィ
ー
ヤ
）に
よ
っ
て
、﹁
中
心
的
・
枢
軸
的
・
中
間
階
梯
﹂

︵
マ
ル
タ
バ
・
ワ
サ
テ
ィ
ー
ヤ
・
ク
ト
ゥ
ビ
ー
ヤ
・
マ
ル
カ
ジ
ー

ヤ
）か
ら
、﹁
薄
雲
﹂と
呼
ば
れ
る﹁
慈
悲
あ
ま
ね
き
者
の
気

息
﹂へ
と
降
下
す
る
。
次
に
、﹁
知
性
﹂す
な
わ
ち
筆
の
階

梯︵
マ
ル
タ
バ
・
カ
ラ
ミ
ー
ヤ
・
ア
ク
リ
ー
ヤ
）へ
、
次
に﹁
霊

魂
﹂す
な
わ
ち﹁
銘
板
﹂の
階
梯
へ
と
降
下
す
る
。
こ
の
よ

う
に
し
て
、
そ
れ
は
、
ア
ル
シ
ュ
、
ク
ル
シ
ー
、
諸
天
、

四
元
素
、
三
界︵
鉱
物
界
、
植
物
界
、
動
物
界
）へ
と
次
々
に

降
下
し
、
最
後
に
人
間
に
到
達
す
る
。〔
玉
座︵
ア
ル
シ
ュ
）

に
〕鎮
座︵
イ
ス
テ
ィ
ワ
ー
）し
た
後
の
順
序
は
、
神
的
事
柄

の
降
下
の
順
序
と
存
在
賦
与
の
順
序
︵
タ
ル
テ
ィ
ー
ブ
・
イ

ー
ジ
ャ
ー
ド
）は
異
な
る
。︵p. 56

）

　

つ
ま
り
、
七
天
が
四
元
素
に
先
行
す
る
の
は
、
神
的
事
柄
の

降
下
の
順
序
で
あ
っ
て
、
四
元
素
が
七
天
に
先
行
す
る
の
は
、

存
在
賦
与
の
順
序
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、

前
者
は
神
の
知
識
の
中
で
の
諸
階
梯
の
個
別
化
の
順
序
で
あ
り
、

後
者
は
具
体
的
な
存
在
者
が
外
界
へ
と
現
れ
る
順
序
で
あ
る
。

し
か
し
、
ど
ち
ら
の
順
序
で
も
、
最
後
に
現
れ
る
の
は
、
人
間

で
あ
る
。
人
間
は
、
そ
れ
以
前
の
す
べ
て
の
階
梯
、
す
べ
て
の

顕
現
を
総
合
し
た
存
在
で
あ
り
、
統
合
と
存
在
の
臨
在
︵
最
初
の

ス
テ
ー
ジ
）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ

の
順
序
は
、
出
発
点
と
終
着
点
が
同
一
に
な
る
円
環
︵
ダ
ー
イ
ラ
）
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具体的存在者の階層構造

慈悲あまねき者の気息
　（薄雲、一般的蒸気、一般存在）
↓
至高の筆（知性）
↓
銘板（普遍的霊魂）
↓
アルシュ（最外天）
↓
クルシー（恒星天）
↓
七天
↓
四元素
↓
三界（鉱物界、植物界、動物界）
↓
人間

階梯の階層構造

統合と存在の臨在
　（諸真性の真性、統合的一性、
　相対的玄秘）
↓
慈悲あまねき者の気息
　（薄雲、一般的蒸気、一般存在）
↓
至高の筆（知性）
↓
銘板（普遍的霊魂）
↓
自然
↓
砂塵（普遍質料）　　　三つの普遍的真性
↓
普遍物体
↓
アルシュ（最外天）
↓
クルシー（恒星天）
↓
四元素
↓
七天
↓
三界（鉱物界、植物界、動物界）
↓
人間

図２
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構
造
に
な
っ
て
い
る
。

　

最
後
に
、
諸
階
梯
の
階
層
構
造
と
存
在
者
の
階
層
構
造
を
ま

と
め
る
と
図
２
の
よ
う
に
な
る
。
こ
の
図
の
二
つ
の
階
層
の
中

で
、﹁
慈
悲
あ
ま
ね
き
者
の
気
息
﹂、
つ
ま
り
一
般
存
在
は
、
実

際
に
は
、具
体
的
個
別
存
在
者
で
は
な
く
、そ
れ
の
基
体
と
な
る
。

一
般
存
在
に
も
、
他
の
存
在
者
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
れ
に
対
応

し
た
階
梯
が
あ
る
か
ど
う
か
は
問
題
だ
が
、
ク
ー
ナ
ウ
ィ
ー
は
、

中
間
節
の
最
初
の
ペ
ー
ジ
で
、﹁
一
般
存
在
﹂
を
統
合
的
一
性
の

臨
在
の
下
位
に
く
る
主
要
諸
真
性
の
一
つ
で
あ
る
と
述
べ
て
い

る︵p. 34

）の
で
、
一
般
存
在
の
真
性
は
、
階
梯
の
階
層
構
造
の
中

に
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

結
論

　

最
後
に
、
本
稿
の
第
三
節
で
示
し
た
階
梯
と
存
在
の
階
層
構

造︵
図
１
）が
本
稿
第
四
節
で
示
し
た
階
梯
と
具
体
的
存
在
者
の
階

層
構
造
︵
図
２
）
と
ど
う
対
応
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
考
察
し
た

い
。
こ
の
二
つ
の
図
を
比
較
し
て
す
ぐ
に
気
が
付
く
の
は
後
者

で
は
イ
メ
ー
ジ
の
世
界
も
諸
聖
霊
の
世
界
も
言
及
さ
れ
て
い
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の

で
あ
ろ
う
か
。
ヒ
ン
ト
に
な
る
の
は
、
第
四
節
で
分
析
し
た
﹁
個

別
化
の
順
序
﹂
を
扱
っ
た
部
分
に
現
れ
る
ク
ー
ナ
ウ
ィ
ー
の
次
の

言
葉
で
あ
る
。

﹁
至
高
の
筆
﹂か
ら﹁
銘
板
﹂が
流
出
し
た︵
イ
ン
ビ
ア
ー
ス
）

後
、﹁
慈
悲
あ
ま
ね
き
者
の
気
息
﹂
の
鏡
の
中
に
、
自
然

の
階
梯
が
個
別
化
し
た
。〔
こ
の
自
然
の
階
梯
の
個
別
化

と
い
う
の
は
〕
こ
の
自
然
の
階
梯
が
諸
物
体
と
結
び
つ
い

て
、
そ
の
諸
性
質
が
、
諸
物
体
に
よ
っ
て
現
れ
る
と
い

う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
れ︵
自
然
の
階
梯
の
個
別
化
）

は
、
あ
る
人
々
︵
哲
学
者
）
に
よ
っ
て
、﹁
普
遍
質
料
﹂
と

名
付
け
ら
れ
た
﹁
第
一
の
砂
塵
﹂たに
お
い
て
お
こ
る
。
あ

る
側
面
、
あ
る
観
点
に
お
い
て
は
、
婚
姻
の
諸
階
梯
の

一
つ
が
こ
こ
で
終
わ
る
。
第
二
の
婚
姻
の
支
配
︵
フ
ク
ム
）

は
、
ア
ル
シ
ュ
か
ら
〔
は
じ
ま
り
〕、
あ
る
側
面
に
お
い

て
は
、恒
星
天
の
凹
面︵
ム
カ
ッ
ア
ル
）で
終
わ
る
。こ
れ︵
恒

星
天
）は
高
壁︵
ア
ー
ラ
ー
フ
）の
二
つ
の
側
の
一
つ
、
す
な

わ
ち
、
地
獄
に
隣
接
し
て
い
る
側
で
あ
る
。
次
に
神
的

事
柄︵
ア
ム
ル
）は
、
段
階
的
に
第
四
の
元
素
的
婚
姻
へ
と
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降
下
し
、
人
間
に
特
有
で
あ
る
統
合
的
な
第
五
の
階
梯

で
お
わ
る
。︵p. 51

）

　

上
の
引
用
文
も
、﹁
神
的
事
柄
の
降
下
﹂、
つ
ま
り
神
の
知
識

に
お
け
る
諸
階
梯
の
個
別
化
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
さ
て
、﹁
第

一
の
砂
塵
﹂
で
終
わ
る
と
さ
れ
る
の
は
、
婚
姻
の
ど
の
階
梯
な
の

だ
ろ
う
か
。
第
一
の
婚
姻
の
階
梯
で
生
み
出
さ
れ
る
者
は
、
一

般
存
在
で
あ
っ
た
の
で
、
一
般
存
在
の
後
に
続
い
て
現
れ
る
﹁
至

高
の
筆
﹂、﹁
銘
板
﹂
は
諸
聖
霊
の
世
界
に
属
す
る
も
の
と
思
わ
れ

る
︵
筆
が
ア
ル
シ
ュ
天
の
霊
、
銘
板
が
ク
ル
シ
ー
天
の
霊
と
呼
ば
れ
て
い

る
こ
と
は
前
述
し
た
）。
次
に
個
別
化
さ
れ
る
、
自
然
、
普
遍
質
料
、

普
遍
物
体
も
イ
メ
ー
ジ
の
世
界
に
属
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
筆

や
銘
板
と
同
じ
よ
う
に
諸
聖
霊
の
世
界
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
は
階
梯
で
あ
っ
て
、
具
体
的
存
在
者

で
は
な
い
の
で
、
図
１
の
左
列
の
聖
霊
の
世
界
で
あ
る
︵
左
列
の

各
世
界
に
あ
る
す
べ
て
の
階
梯
が
右
列
の
具
体
的
存
在
者
へ
と
移
行
す

る
わ
け
で
は
な
い
）。
そ
れ
ゆ
え
、
砂
塵
で
終
わ
る
の
は
、
第
二
の

婚
姻
の
階
梯
、
す
な
わ
ち
、
聖
霊
的
婚
姻
︵
ニ
カ
ー
フ
・
ル
ー
ハ
ー

ニ
ー
）
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
、
ア
ル
シ
ュ
と
恒
星
天
す
な

わ
ち
ク
ル
シ
ー
は
、
イ
メ
ー
ジ
の
世
界
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
。

上
の
引
用
文
に
出
て
く
る﹁
高
壁
﹂と
は
、
コ
ー
ラ
ン︵
７
章
46
節
）

に
お
い
て
は
、最
後
の
審
判
の
日
に
、﹁
天
国
に
行
く
人
々
﹂と﹁
地

獄
に
行
く
人
々
﹂
を
分
け
る
仕
切
り
の
壁
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ

う
に
、
終
末
、
来
世
の
で
き
ご
と
は
、
イ
メ
ー
ジ
の
世
界
に
属

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ア
ル
シ
ュ
、
ク
ル
シ
ー
で
、﹁
第
二
の
婚

姻
の
支
配
﹂
が
お
わ
る
と
い
わ
れ
る
の
は
、
ア
ル
シ
ュ
、
ク
ル
シ

ー
が
、
第
二
の
婚
姻
、
す
な
わ
ち
聖
霊
的
婚
姻
の
結
果
、
生
み

出
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
親
は
生
ま
れ
た

子
供
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
子
供
を
支
配
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
ま
た
、
ア
ル
シ
ュ
は
、
普
遍
的
﹁
自
然
﹂
の
最
初
に

個
別
化
し
た
存
在
者
、
ク
ル
シ
ー
は
第
二
に
個
別
化
し
た
存
在

者
で
あ
る
の
で
、
両
者
は
、
最
外
天
、
恒
星
天
と
し
て
自
然
的

物
体
で
あ
る
側
面
と
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
側
面
の
両
方
の
側
面
を

持
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
の
段
階
で
起
こ
る
第
三
の
婚
姻
が
、

﹁
自
然
的
・
マ
ラ
ク
ー
ト︵
す
な
わ
ち
イ
メ
ー
ジ
の
世
界
）的
﹂と
呼
ば

れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

　

以
上
、
ク
ー
ナ
ウ
ィ
ー
の
代
表
作
﹃
玄
秘
へ
の
鍵
﹄
の
中
心
部

に
位
置
す
る
﹁
普
遍
的
神
秘
の
開
示
と
根
本
的
事
柄
の
説
明
の



102

章
﹂
の
前
半
部
の
主
要
テ
ー
マ
に
対
し
て
、
で
き
る
限
り
の
首
尾

一
貫
し
た
解
釈
を
試
み
た
。
も
ち
ろ
ん
難
解
で
知
ら
れ
る
ク
ー

ナ
ウ
ィ
ー
の
著
作
の
な
か
で
も
特
に
難
解
な
﹃
玄
秘
へ
の
鍵
﹄
だ

か
ら
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
個
所
以
外
に
も
、
解
釈
を
必
要
と

す
る
不
明
瞭
、
不
可
解
な
部
分
は
多
い
。
本
稿
が
取
り
上
げ
た

の
は
ク
ー
ナ
ウ
ィ
ー
思
想
の
ほ
ん
の
一
端
で
あ
る
が
、
そ
れ
で

も
存
在
一
性
論
の
複
雑
さ
、
奥
深
さ
を
示
す
と
い
う
本
稿
の
目

的
は
、
あ
る
程
度
は
達
成
で
き
た
と
思
う
。
ク
ー
ナ
ウ
ィ
ー
の

他
の
著
作
と
比
較
し
て
、
ク
ー
ナ
ウ
ィ
ー
思
想
の
全
貌
を
明
ら

か
に
す
る
と
い
う
大
き
な
課
題
は
残
っ
て
い
る
が
、
本
稿
を
ひ

と
ま
ず
閉
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

注︵
１
）
存
在
一
性
論
に
関
す
る
日
本
語
で
書
か
れ
た
最
良
の
入
門
書
は
、

井
筒
俊
彦
の
﹃
イ
ス
ラ
ー
ム
哲
学
の
原
像
﹄︵
岩
波
書
店
、
１
９

８
０
年
）で
あ
る
。

︵
２
）  

こ
の
フ
レ
ー
ズ
は
、
前
掲
の
書p.115  

に
現
れ
る
。

︵
３
）  Sadr al-D

in al-Q
unaw

i, M
iftah al-G

hayb, ed. M
uham

m
ad 

K
hajaw

i, (T eheran, 1374  A
H

. Solar)

。
以
下
、﹃
玄
秘
へ
の
鍵
﹄

の
引
用
は
こ
の
版
に
よ
る
。

︵
４
）  

ク
ー
ナ
ウ
ィ
ー
の
﹁
完
全
人
間
論
﹂
に
関
し
て
は
、
拙
稿
﹁
サ
ド

ル
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ク
ー
ナ
ウ
ィ
ー
の
人
間
論
﹂﹃
ア
ジ
ア
遊
学
﹄

N
o.110  ︵2008

）, pp. 38 -46

参
照
。

︵
５
） 

ハ
ー
ジ
ャ
ヴ
ィ
ー
の
テ
キ
ス
ト
に
は
、﹁
ア
ー
ン
ム
﹂︵
一
般
）で

は
な
く
て
、﹁
ア
ー
ラ
ム
﹂︵
世
界
）
と
あ
る
が
、
ア
ー
ラ
ム
で

は
文
法
的
に
お
か
し
い
。
ま
た
写
本
や
リ
ト
グ
ラ
フ
版
に
は
、

﹁
ア
ー
ン
ム
﹂
と
あ
る
の
に
、
脚
注
の
テ
キ
ス
ト
・
ヴ
ァ
リ
ア
ン

ト
に
は
ア
ー
ン
ム
の
読
み
が
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め

こ
れ
は
単
な
る
誤
植
で
あ
ろ
う
。
こ
の
部
分
は
、
拙
稿
﹁
サ
ド

ル
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ク
ー
ナ
ウ
ィ
ー
の
イ
ス
ラ
ー
ム
哲
学
史
上
の

位
置
﹂﹃
哲
学
﹄59
号︵
２
０
０
８
年
）p.74

に
引
用
し
た
。

︵
６
）
正
確
に
は
、
ハ
デ
ィ
ー
ス
に
で
て
く
る
の
は
、﹁
慈
悲
あ
ま
ね
き

者
︵
ラ
フ
マ
ー
ン
）
の
気
息
﹂
で
あ
る
の
に
対
し
、
ク
ー
ナ
ウ
ィ

ー
の
術
語
は
、﹁
ラ
フ
マ
ー
ン
的
気
息
﹂︵
ナ
フ
ァ
ス
・
ラ
フ
マ

ー
ニ
ー
、
ラ
フ
マ
ー
ニ
ー
は
、
ラ
フ
マ
ー
ン
の
形
容
詞
形
）
で

あ
る
が
、
訳
し
分
け
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。

︵
７
）W

illiam
 C

. C
hittick, “The Five D

ivine Presences: From
 A

l-
Q

unaw
i to A

l-Q
aysari,”  The M

uslim
 W

orld, vol. 72  ︵1982

）, 
pp. 107 -128

を
参
照
。
チ
ッ
テ
ィ
ク
は
、
ク
ー
ナ
ウ
ィ
ー
の
五

つ
の
神
的
臨
在
を　

the (1 ) D
ivine, (2 ) spiritual, (3 ) im

aginal, 
(4 ) sensory, (5 ) all-com

prehensive, hum
an levels (p. 115 ) 

と

要
約
し
て
い
る
。

︵
８
）Sadr al-D

in al-Q
unaw

i, al-N
afahat al-Ilahiya, ed. 

M
uham

m
ad K

hajaw
i (Teheran, 1417  A

.H
. Solar), pp. 17 -18 .

︵
９
）
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
す
る
こ
の
世
界
に
対
し
て
は
、
感
覚
世
界
の
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クーナウィーにおける階梯と存在の二つの階層

他
に
、
生
成
消
滅
の
世
界
、
元
素
的
世
界
な
ど
様
々
な
呼
び
名

が
あ
る
。

︵
10
）
こ
こ
で
﹁
神
的
事
柄
﹂
と
訳
し
た
ア
ム
ル
は
、
神
の
知
識
の
中
で

諸
階
梯
を
降
下
し
て
い
っ
て
段
階
的
に
個
別
化
し
て
い
く
主
体

で
あ
る
。
本
稿p.98

で
示
し
た
よ
う
に
、﹁
神
的
事
柄
の
降
下

の
順
序
﹂
と
﹁
存
在
賦
与
の
順
序
﹂
が
対
比
さ
れ
て
い
る
。
前
者

は
神
の
知
識
に
お
け
る
諸
階
梯
の
階
層
で
あ
り
、
後
者
は
、
具

体
的
存
在
者
の
階
層
で
あ
る
。
ア
ム
ル
に
は
、
事
柄
︵
英
語
の

m
atter, affair, concern

）の
意
味
と
、命
令
の
意
味
が
あ
る
。﹁
在

れ
﹂
と
い
う
神
的
命
令
を
指
す
可
能
性
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、

ア
ム
ル
は
存
在
賦
与
と
対
比
さ
れ
て
、
神
の
知
識
に
お
け
る
階

梯
の
階
層
秩
序
を
指
し
て
い
る
と
考
え
た
の
で
、﹁
神
の
事
柄
﹂

と
訳
し
た
。
こ
の
ア
ム
ル
の
用
法
は
、
コ
ー
ラ
ン
17
章
85
節﹁
霊

は
主
の
事
柄︵
ア
ム
ル
・
ラ
ッ
ビ
ー
）に
属
す
る
﹂に
由
来
す
る
。

し
か
し
、
コ
ー
ラ
ン
の
こ
の
節
を﹁
命
令
﹂の
意
味
に
と
る
解
釈

も
あ
る
。

︵
11
）Sadr al-D

in al-Q
unaw

i, Sharh al-Arba‘in H
adithan, ed. H

asan 
K

am
il Y

ılm
az (Istanbul, 1990 ), pp. 132-134.　
こ
の
書
に
お
け

る
婚
姻
の
議
論
は﹃
玄
秘
へ
の
鍵
﹄よ
り
も
詳
細
で
、
第
一
と
第

二
の
婚
姻
の
男
性
原
理
、
女
性
原
理
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
第
一
の
婚
姻
に
お
い
て
は
、
男
性
原

理
は
神
的
志
向
が
向
け
ら
れ
た
﹁
玄
秘
の
鍵
﹂︵
す
な
わ
ち
根
本

的
諸
神
名
）
で
あ
り
、
女
性
原
理
は
、
存
在
を
受
容
す
る
諸
性

質
の
思
惟
的
結
合
体
で
あ
る︵p.133

）。
第
二
の
婚
姻
に
お
い
て

は
、
男
性
原
理
は
諸
聖
霊
で
あ
り
、
女
性
原
理
は
自
然
で
あ
る

︵p.134

）。﹃
40
の
ハ
デ
ィ
ー
ス
注
釈
﹄に
お
け
る
婚
姻
論
は
稿
を

改
め
て
論
じ
た
い
。

︵
12
）
ガ
ザ
ー
リ
ー
に
よ
る
、
こ
れ
ら
三
つ
の
世
界
の
議
論
は
、
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
、
２
０
０
２
年
）
所
収
の
論
文
﹁
ガ
ザ
ー
リ
ー

の
宇
宙
論
﹂pp.100 -121

参
照
。
た
だ
し
、
ガ
ザ
ー
リ
ー
は
、

他
の
多
く
の
ス
ー
フ
ィ
ー
と
異
な
っ
て
マ
ラ
ク
ー
ト
世
界
を
ジ

ャ
バ
ル
ー
ト
世
界
の
上
に
置
く
。

︵
13
）﹁
ラ
フ
マ
ー
ン
が
存
在
に
対
す
る
神
名
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

ア
ッ
ラ
ー
と
い
う
名
前
は
、
階
梯
と
、
統
合
的
真
性
に
対
す
る

名
前
で
あ
る
﹂︵p.40

）。

︵
14
）
物
体
的
形
相
に
関
し
て
は
、A

rthur H
ym

an, “A
ristotle’s ‘First 

M
atter’ and A

vicenna’s and A
verres’ ‘C

orporeal Form
’,” 

H
arry Austryn W

olfson Jubilee Volum
e, English Section. 

(Jerusalem
, 1955) vol. 1, pp. 385-406  

参
照
。

︵
15
）
ク
ー
ナ
ウ
ィ
ー
は
熱
が
円
運
動
を
引
き
起
こ
す
と
し
て
、
金
の

例
を
挙
げ
る
。
金
が
熱
せ
ら
れ
る
と
、
希
薄
な
部
分
︵
ラ
テ
ィ

ー
フ
）
が
上
昇
し
、
そ
の
た
め
に
濃
密
な
部
分
︵
カ
シ
ー
フ
）
が

下
降
し
、
円
運
動︵
ハ
ラ
カ
・
ダ
ウ
リ
ー
ヤ
）を
生
じ
る
と
い
う

︵p.54

）。
四
元
素
で
で
き
て
い
る
下
位
の
七
天
は
と
も
か
く
、

ア
ル
シ
ュ
天
は
、
火
の
存
在
に
先
行
し
て
い
る
の
で
、
ア
ル
シ

ュ
天
が
熱
の
影
響
を
受
け
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
し
、
単
体
で

あ
る
ア
ル
シ
ュ
天
に
希
薄
な
部
分
と
濃
密
な
部
分
が
あ
る
と
い

う
の
も
不
可
解
で
あ
る
。
ク
ー
ナ
ウ
ィ
ー
が
こ
の
例
で
、
ど
の

よ
う
に
最
外
天
の
円
運
動
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
の
か
は
残
念



104

な
が
ら
わ
か
ら
な
い
。

︵
16
）﹁
第
一
の
﹂
と
あ
る
が
、
第
二
の
砂
塵
は
ど
こ
に
も
言
及
さ
れ
て

い
な
い
。
他
の
箇
所
で
は
単
に
砂
塵
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

︵
た
け
し
た　

ま
さ
た
か
／
東
京
大
学
教
授
）


