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イ
ス
ラ
ー
ム
と
仏
教

鎌
田
　
繁

　

た
だ
い
ま
ご
紹
介
い
た
だ
い
た
鎌
田
で
す
。
大
雑
把
な
話
に

な
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
本
日
は
「
イ
ス
ラ
ー
ム
と
仏
教
」
と

い
う
題
目
で
お
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
すあ
。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
の
中
で
仏
教
が
ど
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
の
か
を

お
話
し
し
た
い
の
で
す
が
、
そ
の
前
に
仏
教
と
の
比
較
や
対
比

の
基
礎
と
な
る
知
識
と
し
て
、
イ
ス
ラ
ー
ム
と
は
ど
の
よ
う
な

宗
教
な
の
か
述
べ
、
次
い
で
、
イ
ス
ラ
ー
ム
と
他
の
宗
教
と
の

関
わ
り
に
触
れ
た
い
と
思
い
ま
す
。
イ
ス
ラ
ー
ム
は
歴
史
の
上

に
姿
を
現
し
た
と
き
か
ら
イ
ス
ラ
ー
ム
以
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
宗

教
と
常
に
向
き
合
っ
て
き
た
宗
教
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と

を
背
景
に
、
仏
教
が
イ
ス
ラ
ー
ム
の
中
で
は
ど
の
よ
う
に
考
え

ら
れ
る
の
か
に
つ
い
て
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
最
後
に
、
仏

教
と
イ
ス
ラ
ー
ム
と
の
比
較
と
か
対
照
と
か
の
研
究
が
、
最
近

い
ろ
い
ろ
な
形
で
出
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
紹
介
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

「
イ
ス
ラ
ー
ム
・
レ
ク
チ
ャ
ー
」
よ
り
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１
　
イ
ス
ラ
ー
ム
と
は
ど
の
よ
う
な
宗
教
か

　

イ
ス
ラ
ー
ム
は
あ
る
意
味
で
非
常
に
わ
か
り
や
す
い
宗
教
で

す
。
神
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
、
こ
れ
が
基
本
で
あ
り
、
世
界

と
と
も
に
人
間
は
神
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
、
人
間
が
こ
の
世
界

で
生
き
る
た
め
に
必
要
な
も
の
は
す
べ
て
神
が
供
給
し
て
く
れ

て
い
る
。
人
間
は
完
全
に
神
に
依
存
し
て
お
り
、
ク
ル
ア
ー
ン

的
表
現
に
よ
れ
ば
、
主
人
︵rabb

︶
と
奴
隷
︵‘abd

︶
と
の
関
係
で

す
。
こ
の
よ
う
に
人
間
と
神
と
の
関
係
を
捉
え
、
人
間
が
生
き

て
い
く
こ
と
は
結
局
、
神
が
定
め
た
こ
と
、
神
が
欲
す
る
こ
と
、

そ
れ
を
理
解
し
て
、
そ
の
と
お
り
に
生
き
て
い
こ
う
と
努
力
す

る
こ
と
で
す
。
一
言
で
い
え
ば
、
イ
ス
ラ
ー
ム
と
は
、
神
の
意

思
に
従
っ
て
生
き
る
こ
と
で
す
。

　

神
が
常
に
議
論
の
最
初
に
出
て
来
ま
す
し
、
そ
の
神
に
よ
っ

て
我
々
が
創
造
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
創
造

主
に
対
し
て
は
無
力
な
被
造
物
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
が
我
々
人

間
の
置
か
れ
た
状
況
で
す
。
こ
の
な
か
で
我
々
が
ど
の
よ
う
に

生
き
れ
ば
い
い
の
か
指
針
を
与
え
る
の
も
神
だ
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　

人
間
の
生
き
方
の
指
針
と
な
る
そ
の
神
の
意
思
を
も
っ
と
も

明
確
に
示
す
も
の
は
神
自
身
の
言
葉
で
す
。
こ
の
神
自
身
の
言

葉
を
人
間
に
伝
え
る
役
目
を
担
う
の
が
預
言
者
で
あ
り
、
こ

の
預
言
者
の
口
か
ら
出
た
神
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
ま
と
め
た

の
が
「
神
の
書
」、
ク
ル
ア
ー
ン
︵
コ
ー
ラ
ン
︶
と
い
う
も
の
に

な
り
ま
す
。

　

結
局
、
人
間
が
神
の
意
思
に
従
っ
て
生
き
て
い
く
た
め
に
は

ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
を
絶
え
ず
模
索
し
な
が
ら
生
き
て
い
く

の
が
ム
ス
リ
ム
︵
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
︶
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
神

が
何
を
我
々
に
望
ん
で
い
る
の
か
、
神
は
何
を
す
る
こ
と
を
我
々

に
欲
し
て
い
る
の
か
、を
知
ら
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

そ
の
神
は
人
間
の
世
界
を
超
え
た
存
在
で
あ
り
、
個
々
人
に
具

体
的
に
「
こ
う
し
な
さ
い
、
あ
あ
し
な
さ
い
、
こ
う
し
た
ほ
う

が
い
い
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
語
り
か
け
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。

　
「
神
の
超
越
性
」
と
い
う
こ
と
が
イ
ス
ラ
ー
ム
で
も
言
わ
れ
ま

す
が
、
そ
れ
を
破
る
ひ
と
つ
の
奇
跡
と
し
て
存
在
す
る
の
が
「
預

言
者
」
で
、
神
が
あ
る
特
定
の
人
を
選
び
、
そ
の
人
に
の
み
語

り
か
け
、
彼
が
人
々
に
そ
の
神
の
言
葉
を
伝
え
る
、
と
い
う
構
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造
を
も
つ
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
こ
の
預
言
者
と
言
わ
れ
る
人
以
外
は
、
神
が
何

を
考
え
て
い
る
の
か
を
知
る
た
め
に
は
必
ず
預
言
者
と
い
う
チ

ャ
ン
ネ
ル
を
通
さ
な
い
と
神
の
意
思
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い

の
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
神
が
い
て
、
預
言
者
が
い
る
。

そ
し
て
、
預
言
者
が
「
神
の
言
葉
」
と
し
て
伝
え
た
も
の
が
一

冊
の
書
物
と
し
て
残
っ
て
い
る
、
そ
う
い
う
構
造
を
も
っ
て
い

ま
す
。

　

預
言
者
で
あ
る
ム
ハ
ン
マ
ド
が
生
き
て
い
る
間
は
、
そ
の
当

時
の
信
者
に
し
て
み
れ
ば
、
何
か
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
れ
ば

預
言
者
に
聞
く
。
そ
う
す
れ
ば
、
預
言
者
の
も
と
に
神
が
「
そ

れ
に
つ
い
て
の
答
は
こ
う
だ
」
と
い
う
返
答
を
与
え
て
く
れ
る

か
も
し
れ
な
い
。
神
の
言
葉
は
得
ら
れ
な
い
と
し
て
も
預
言
者

が
な
ん
ら
か
の
回
答
を
し
て
く
れ
れ
ば
、
預
言
者
が
誤
っ
た
意

見
を
述
べ
る
こ
と
を
神
が
見
過
ご
す
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
で
、

預
言
者
自
身
の
判
断
で
あ
っ
て
も
神
に
承
認
さ
れ
て
い
る
見
解

な
の
で
、
安
心
し
て
従
う
こ
と
が
で
き
る
。
け
れ
ど
も
、
預
言

者
が
死
ん
で
し
ま
っ
た
後
に
は
そ
う
い
っ
た
手
段
が
人
間
に
は

残
さ
れ
て
い
な
い
。

　

そ
う
な
る
と
、
そ
の
後
の
人
々
、
ム
ス
リ
ム
た
ち
に
残
さ
れ

た
手
段
と
い
う
の
は
、
神
の
意
思
を
直
接
示
し
て
い
る
も
の
と

し
て
の
「
ク
ル
ア
ー
ン
」
と
い
う
テ
キ
ス
ト
、
そ
れ
が
基
本
に

残
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、「
ク
ル
ア
ー
ン
」
の
中
に
神
の
意

思
が
ど
の
よ
う
に
表
れ
て
い
る
の
か
を
知
り
、
そ
れ
に
基
づ
い

て
生
き
て
い
け
ば
神
の
意
思
に
従
っ
て
生
き
て
い
る
の
だ
、
と

言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
神
」「
預
言
者
」「
ク
ル
ア
ー
ン
」が
、イ
ス
ラ
ー

ム
の
根
本
に
な
り
ま
す
。
イ
ス
ラ
ー
ム
の
信
仰
を
表
す
「
シ
ャ

ハ
ー
ダ︵
信
仰
告
白
︶」で
は
、「
神
以
外
に
い
か
な
る
神
的
存
在
は

な
く
、ム
ハ
ン
マ
ド
は
神
の
使
徒
で
あ
る
と
、
私
は
証
言
し
ま
す
」

︵ashhadu an lā ilāha illa ’llāhu  

︵=A
llāh

︶ w
a-anna M

uḥam
m

adan 

rasūlu ’llāhi

︶
と
言
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
ム
ス
リ
ム
の
毎
日
五
回

の
礼
拝
の
中
で
も
唱
え
ま
す
し
、
イ
ス
ラ
ー
ム
に
入
信
す
る
と

き
に
は
、
こ
の
言
葉
を
成
人
し
た
ム
ス
リ
ム
二
人
の
前
で
唱
え

る
こ
と
で
そ
の
人
は
ム
ス
リ
ム
と
認
め
ら
れ
る
、
そ
ん
な
意
味

を
も
つ
、
あ
る
意
味
で
イ
ス
ラ
ー
ム
の
も
っ
と
も
基
本
的
な
使

信
を
伝
え
る
言
葉
で
す
。
シ
ャ
ハ
ー
ダ
で
は
具
体
的
に
、
ム
ス

リ
ム
の
行
動
規
範
を
述
べ
た
り
は
し
て
い
な
い
わ
け
で
す
が
、
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一
般
的
な
形
で
、
ム
ス
リ
ム
の
生
き
方
を
決
め
る
す
べ
て
が
こ

こ
に
表
れ
て
い
る
の
だ
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
と
い
う
宗
教
を
特
徴
づ
け
る
も
の
と
し
て
、
私

は
︵
一
︶「
全
人
間
的
」
宗
教
、︵
二
︶
法
学
的
宗
教
︵
戒
律
的

宗
教
︶、︵
三
︶
解
釈
学
的
宗
教
、
と
い
う
三
つ
の
言
葉
を
挙
げ

る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
ど
の
宗
教
で
も
「
私
に

と
っ
て
こ
の
宗
教
は
す
べ
て
だ
」
と
言
う
こ
と
が
多
い
と
思
い

ま
す
。
た
だ
、
私
が
こ
こ
で
「
全
人
間
的
」
と
い
う
言
葉
で
言

い
た
い
こ
と
は
、
我
々
が
い
ま
の
日
本
の
通
常
の
感
覚
で
「
宗

教
」
と
い
う
言
葉
を
聞
け
ば
、
例
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
教

会
へ
行
っ
た
り
、
仏
教
徒
が
お
寺
へ
行
っ
た
り
、
あ
る
い
は
朝

起
き
て
仏
壇
に
手
を
合
わ
せ
た
り
、
神
棚
に
柏
手
を
打
っ
た
り
、

い
わ
ゆ
る
宗
教
的
な
こ
と
に
関
わ
る
も
の
が
宗
教
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
宗
教
的
活
動
の
他
に
、
人
間
の
活

動
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。
会
社
に
勤
め
て
仕
事

を
す
る
、
老
後
の
た
め
に
貯
金
す
る
、こ
の
よ
う
な
経
済
的
活
動
、

あ
る
い
は
、
国
の
レ
ベ
ル
、
地
方
の
レ
ベ
ル
、
さ
ま
ざ
ま
な
レ

ベ
ル
で
の
問
題
に
つ
い
て
政
治
家
に
意
見
を
伝
え
た
り
選
挙
に

参
加
す
る
と
い
う
政
治
的
な
活
動
、
あ
る
い
は
、
映
画
を
み
た

り
音
楽
会
に
行
っ
た
り
す
る
文
化
的
な
活
動
、
人
間
の
行
動
は

個
人
的
に
も
社
会
的
に
も
、
そ
の
範
囲
は
非
常
に
広
く
、
し
か

も
ど
の
領
域
の
活
動
も
互
い
に
重
な
り
合
っ
て
い
た
り
し
て
、

簡
単
に
区
分
で
き
る
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

た
だ
、
ど
う
い
う
会
社
に
勤
め
て
ど
う
い
う
仕
事
を
し
、
ど

の
よ
う
に
お
金
を
貯
め
る
か
、
こ
れ
は
宗
教
の
領
域
と
は
関
係

が
な
い
と
一
般
的
に
は
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
も
し
、

こ
れ
を
イ
ス
ラ
ー
ム
の
物
差
し
に
当
て
は
め
て
考
え
る
と
ど
う

な
る
で
し
ょ
う
か
。
教
会
の
ミ
サ
に
参
加
し
た
り
、
お
寺
へ
お

参
り
し
た
り
す
る
こ
と
は
確
か
に
宗
教
の
問
題
で
し
ょ
う
。
け

れ
ど
も
、
そ
の
他
の
経
済
的
、
政
治
的
、
社
会
的
、
文
化
的
な

ど
と
形
容
で
き
る
人
間
活
動
は
宗
教
と
は
関
係
な
い
の
だ
と
考

え
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
イ
ス
ラ
ー
ム
の
考
え
方
か
ら
外
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
、
神
は
人
間

の
宗
教
的
活
動
に
つ
い
て
の
み
関
わ
る
が
、
他
の
経
済
、
政
治
、

社
会
、
文
化
な
ど
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
神
と
は
独
立
に
人
間

が
自
由
に
考
え
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。
も
う
す
こ
し
言
う
な
ら
ば
、
神
の
働
き
は
人
間
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の
宗
教
活
動
に
つ
い
て
は
権
威
を
も
つ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
以
外

の
人
間
の
活
動
に
対
し
て
神
は
何
の
指
針
も
与
え
ず
、
無
力
で

あ
る
、
そ
の
よ
う
な
理
解
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

　
「
神
は
万
能
で
あ
る
」
と
い
う
の
は
、
ム
ス
リ
ム
で
あ
れ
ば
誰

で
も
認
め
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
が
、
経
済
、
政
治
、
社
会
な
ど
、

宗
教
以
外
の
局
面
に
お
い
て
は
神
は
無
力
で
あ
る
と
言
う
こ
と

は
、
神
の
万
能
性
を
否
定
す
る
言
説
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

そ
う
い
っ
た
意
味
で
、
宗
教
を
特
別
な
領
域
と
し
て
他
の
人

間
活
動
と
区
別
す
る
こ
と
を
イ
ス
ラ
ー
ム
は
否
定
し
ま
す
。
で

す
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
宗
教
的
な
問
題
と
か
、
政
治
的
な
問
題
、

社
会
的
な
問
題
、
経
済
的
な
問
題
、
そ
う
い
っ
た
人
間
の
す
べ

て
の
活
動
面
に
お
い
て
、
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
活
動
の
区
分

を
せ
ず
に
人
間
活
動
の
全
体
に
対
し
て
、
神
は
唯
一
の
権
威
と

し
て
人
間
に
指
針
を
与
え
る
の
だ
と
い
う
の
が
イ
ス
ラ
ー
ム
の

基
本
的
な
考
え
方
で
す
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
イ
ス
ラ
ー
ム

と
は
人
間
活
動
の
す
べ
て
の
領
域
に
お
い
て
神
の
意
思
を
究
極

的
な
規
範
と
す
る
考
え
方
、
生
き
方
だ
と
い
う
の
で
す
。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
の
こ
の
基
本
的
な
考
え
方
に
従
う
の
で
あ
れ
ば
、

例
え
ば
、
近
現
代
で
は
常
識
と
考
え
ら
れ
て
い
る
政
教
分
離
と

い
う
考
え
方
も
、
そ
れ
は
神
の
力
を
半
ば
否
定
す
る
含
意
を
も

つ
悪
し
き
考
え
方
に
な
っ
て
き
ま
す
。
人
間
活
動
の
全
体
を
神

の
指
針
の
下
に
置
く
こ
と
、
こ
れ
が
イ
ス
ラ
ー
ム
の
ひ
と
つ
の

大
き
な
特
徴
に
な
り
ま
す
。

　

二
番
目
の
法
学
的
宗
教
︵
戒
律
的
宗
教
︶
と
い
う
の
は
、「
ク
ル

ア
ー
ン
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
神
の
言
葉
で
あ
る
か
ら
、
そ

れ
に
従
う
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
神
の
意
思
は
神
自
身
の
言
葉

に
も
っ
と
も
適
切
に
表
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
そ
の

神
の
具
体
的
な
言
葉
を
根
拠
と
し
て
人
間
の
行
動
を
決
め
て
い

こ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。「
こ
の
よ
う
に
ク
ル
ア
ー
ン
に

記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
行
動
す
べ
き
で
あ
る
」
と

い
う
形
で
物
を
考
え
て
い
く
こ
と
で
、
そ
れ
は
結
局
、
人
間
の

行
動
指
針
を
具
体
的
な
聖
典
的
根
拠
に
基
づ
い
て
確
定
し
て
い

く
、
そ
う
い
う
議
論
を
進
め
て
い
く
こ
と
で
す
。
イ
ス
ラ
ー
ム

は
ク
ル
ア
ー
ン
の
言
葉
に
合
致
す
る
よ
う
に
す
べ
て
の
人
間
行

動
を
律
し
て
い
く
と
い
う
、
法
学
的
な
宗
教
で
あ
り
、
多
様
な

人
間
行
動
に
対
応
す
べ
く
、
実
際
的
な
方
法
と
し
て
は
限
ら
れ

た
テ
キ
ス
ト
を
絶
え
ず
解
釈
し
、
現
実
の
問
題
に
対
処
す
る
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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例
え
ば
、
周
知
の
こ
と
で
す
が
、
ム
ス
リ
ム
は
一
日
五
回
礼

拝
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
ク
ル
ア
ー
ン
の

中
に
明
示
的
に
「
一
日
五
回
礼
拝
し
な
さ
い
」
と
い
う
言
葉
は

あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
ク
ル
ア
ー
ン
の
中
に
は
「
夜
明
け
前
に

し
な
さ
い
」
と
か
、「
太
陽
が
真
ん
中
に
来
た
と
き
に
行
い
な
さ

い
」
と
か
、
そ
う
い
う
記
述
が
い
ろ
い
ろ
な
形
で
記
載
さ
れ
て

い
る
だ
け
で
す
。
そ
の
よ
う
な
記
載
を
勘
案
す
る
と
、
お
そ
ら

く
「
五
」
と
い
う
数
で
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　

ク
ル
ア
ー
ン
を
解
釈
す
る
と
き
に
は
、
ク
ル
ア
ー
ン
の
他
の

箇
所
の
物
言
い
を
も
ち
ろ
ん
参
考
に
す
る
し
、
ク
ル
ア
ー
ン
の

言
葉
だ
け
で
は
足
り
な
い
と
き
に
は
、
神
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た

と
い
う
特
別
な
地
位
を
も
つ
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
が
そ
の
問
題

に
つ
い
て
ど
う
い
う
発
言
を
し
て
い
た
か
、
ま
た
、
実
際
に
彼

が
ど
の
よ
う
に
実
践
し
て
い
た
か
、
ど
の
よ
う
な
判
断
を
下
し

た
か
、
を
参
照
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
う
い
う
預
言
者
の

言
行
の
詳
細
な
記
録
が
初
期
イ
ス
ラ
ー
ム
時
代
以
来
、
伝
承
さ

れ
、
や
が
て
文
書
化
さ
れ
ハ
デ
ィ
ー
ス
と
い
う
名
で
残
さ
れ
て

き
ま
すい
。
多
数
派
で
あ
る
ス
ン
ニ
ー
派
で
も
っ
と
も
重
視
さ
れ

る
ふ
た
つ
の
預
言
者
の
言
行
録
は
最
近
、
日
本
語
に
も
翻
訳
さ

れ
て
い
て
、
容
易
に
読
む
こ
と
が
で
き
ま
すう
。

　

ス
ン
ニ
ー
派
の
重
要
な
「
ハ
デ
ィ
ー
ス
集
」
は
六
つ
あ
る
と

言
っ
た
り
し
ま
す
が
、「
ハ
デ
ィ
ー
ス
集
」
は
、
シ
ー
ア
派
で
も

編
纂
さ
れ
、
い
ろ
い
ろ
な
形
で
、
い
ろ
い
ろ
な
人
が
、
い
ろ
い

ろ
な
目
的
で
つ
く
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
、
現
代
に
至
る
ま
で

さ
ま
ざ
ま
な
「
ハ
デ
ィ
ー
ス
集
」
が
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
「
ク
ル
ア
ー
ン
」
に
書
か
れ
て
い
る
言
葉
が
あ
ま
り
に
も
一
般

的
で
、
具
体
的
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
わ
か
ら
な
い
。
そ
う

い
う
と
き
に
は
、
関
係
あ
る
「
ク
ル
ア
ー
ン
」
の
別
の
言
葉
や
、

「
実
際
に
預
言
者
は
こ
う
い
う
ふ
う
に
実
践
し
て
い
た
」
と
い
う

言
葉
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
に
基
づ
い
て
、「
人
間
は
こ
う
い
う
風

に
行
動
す
れ
ば
い
い
の
だ
」
と
い
う
指
針
を
具
体
的
に
組
み
上

げ
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
が
、
こ
の
イ
ス
ラ
ー
ム
の

「
法
学
的
な
宗
教
」
と
言
わ
れ
る
由
縁
に
な
る
わ
け
で
す
。
人
間

の
行
動
は
神
の
目
か
ら
見
る
と
ど
の
よ
う
に
分
類
で
き
る
の
か
、

こ
の
観
点
か
ら
人
間
の
す
べ
て
の
行
動
の
価
値
を
規
定
す
る
法

学
的
な
考
え
方
に
「
行
為
の
五
範
疇
」
が
あ
り
ま
す
。
人
間
の

行
動
を
以
下
の
五
つ
に
区
分
し
て
考
え
ま
す
。
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ワ
ー
ジ
ブ
︵
義
務
︶

ム
ス
タ
ハ
ッ
ブ
︵
推
奨
︶

ム
バ
ー
フ
︵
無
規
定
・
無
記
︶

マ
ク
ル
ー
フ
︵
嫌
悪
︶

ハ
ラ
ー
ム
︵
禁
止
︶

　

人
間
の
行
為
の
す
べ
て
は
神
の
定
め
る
こ
の
五
つ
の
範
疇
の

ど
れ
か
に
該
当
す
る
と
考
え
ま
す
。
例
え
ば
、
人
を
殺
す
の
は

禁
止
、
一
日
五
回
の
礼
拝
は
義
務
、
こ
の
よ
う
に
、
い
ろ
い
ろ

な
行
為
に
つ
い
て
こ
れ
は
「
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」、
あ
る
い

は
、「
し
た
ほ
う
が
い
い
」、「
し
て
は
い
け
な
い
」、「
し
な
い
ほ

う
が
い
い
」
と
い
う
よ
う
に
行
為
の
格
付
け
を
し
ま
す
。
た
だ
、

そ
の
中
に
は
「
ム
バ
ー
フ
︵
無
規
定
・
無
記
︶」、
こ
れ
は
無
規
定

と
か
、
こ
れ
は
仏
教
用
語
だ
と
思
い
ま
す
が
、「
無
記
」
と
い
う

善
で
あ
る
と
も
悪
で
あ
る
と
も
判
断
が
つ
か
な
い
範
疇
が
あ
り

ま
す
。

　

こ
こ
が
面
白
い
と
こ
ろ
で
、
神
は
人
間
の
行
動
す
べ
て
に
格

付
け
を
す
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
中
に
、「
こ
れ
は
、
や
っ
て
も

や
ら
な
く
て
も
い
い
よ
」
と
い
う
格
付
け
も
含
ま
れ
る
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
格
付
け
が
あ
る
が
ゆ
え
に
、「
神
は
す
べ

て
の
人
間
の
行
為
を
定
め
る
」
と
言
っ
て
も
、
ど
う
で
も
い
い

よ
う
な
こ
と
に
関
し
て
は
基
本
的
に
「
無
記
」
と
い
う
形
で
、

神
は
そ
の
行
動
を
定
め
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、「
無
記
」
と

定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
人
間
が
自
由
に
や
っ
て
も
や
ら
な

く
て
も
い
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
神
の
判

断
が
及
ば
な
い
領
域
と
し
て
人
間
が
勝
手
に
や
っ
て
い
い
と
い

う
こ
と
で
は
な
く
、
神
が
「
こ
れ
は
無
記
で
あ
る
」
と
格
付
け

し
た
限
り
で
、
人
間
が
自
由
に
判
断
し
て
い
い
、
と
い
う
こ
と

で
す
。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
に
は
、
戒
律
が
厳
し
い
と
い
う
印
象
を
多
く
の

人
が
も
っ
て
い
ま
す
。
宗
教
は
内
心
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
考

え
が
強
い
現
代
で
は
と
く
に
そ
の
印
象
が
強
く
な
る
よ
う
に
思

い
ま
す
。
戒
律
的
な
面
は
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
す
が
、
人
間
の
あ

ら
ゆ
る
行
動
を
義
務
と
禁
止
で
が
ん
じ
が
ら
め
に
し
て
い
る
の

で
は
な
く
、「
お
前
、
好
き
勝
手
に
や
れ
」
と
い
う
行
動
領
域
を

含
め
た
形
で
「
が
ん
じ
が
ら
め
」
が
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
よ
う
に
、
人
間
の
行
動
は
す
べ
て
神
が
規
定
す
る
と
い
っ
て

も
、
そ
の
規
定
の
中
に
は
「
人
間
の
自
由
に
任
せ
る
」
と
い
う

形
の
規
定
も
あ
る
の
で
す
。
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イ
ス
ラ
ー
ム
は
ど
ん
な
人
間
の
行
為
に
つ
い
て
も
何
ら
か
の

イ
ス
ラ
ー
ム
的
価
値
判
断
を
下
し
て
い
く
も
の
で
す
。
時
代
が

経
て
ば
当
然
、
ム
ハ
ン
マ
ド
の
時
代
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
も

の
も
生
じ
ま
す
。
新
し
い
思
想
や
制
度
に
出
会
っ
た
り
、
ま
た
、

新
し
い
状
況
が
生
じ
た
と
き
に
ど
う
す
る
の
か
。
こ
う
い
う
場

合
の
イ
ス
ラ
ー
ム
の
基
本
的
な
対
応
の
仕
方
は
、
ク
ル
ア
ー
ン

あ
る
い
は
預
言
者
の
言
葉
、
そ
う
い
っ
た
も
の
の
中
に
類
例
を

引
き
出
し
て
、「
あ
の
と
き
、
こ
う
い
う
場
合
に
は
こ
う
判
断
を

し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
こ
う
判
断
で
き
る
の

だ
」
と
い
う
よ
う
な
対
応
を
し
て
い
き
ま
す
。

　

具
体
的
に
例
を
挙
げ
る
と
、「
ク
ル
ア
ー
ン
」︵
五
章
九
〇
節
参

照
︶
に
は
「
ブ
ド
ウ
酒
を
飲
む
こ
と
は
禁
止
す
る
」
と
い
う
意
味

の
言
葉
が
あ
り
ま
す
。「
ブ
ド
ウ
酒
」
と
い
う
言
葉
、
ハ
ム
ル

kham
r

と
い
う
語
が
明
確
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、︵
生
の
︶
ブ

ド
ウ
か
ら
造
っ
た
お
酒
は
絶
対
的
な
禁
止
対
象
に
な
り
ま
す
。

架
空
の
想
定
に
な
り
ま
す
が
、
た
ま
た
ま
日
本
に
行
っ
て
み
る

と
、
ブ
ド
ウ
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
お
米
か
ら
造
る
「
酒
」
と

い
う
飲
み
物
が
あ
る
。
こ
れ
は
イ
ス
ラ
ー
ム
法
的
に
飲
む
こ
と

は
許
さ
れ
る
の
か
、
許
さ
れ
な
い
の
か
、
と
い
う
議
論
が
そ
こ

で
出
て
き
ま
す
。
彼
ら
に
は
ブ
ド
ウ
酒
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
の

は
明
ら
か
で
す
。
そ
し
て
、
禁
じ
ら
れ
て
い
る
理
由
と
し
て
は
、

そ
の
中
に
は
ア
ル
コ
ー
ル
分
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
原
因
に
な
っ

て
、
人
間
が
不
作
法
な
行
動
を
し
た
り
、
暴
れ
た
り
、
意
味
不

明
の
言
動
を
行
う
な
ど
、
社
会
生
活
に
害
を
及
ぼ
す
。
そ
の
た

め
、
神
は
ブ
ド
ウ
酒
を
飲
む
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
の
だ
。
そ
う

い
う
禁
止
へ
の
論
理
を
作
り
上
げ
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
す
る
と
、
お
酒
は
ど
う
な
る
だ
ろ
う

か
。
お
酒
に
も
ブ
ド
ウ
酒
同
様
に
ア
ル
コ
ー
ル
が
あ
っ
て
、
そ

れ
を
飲
む
人
は
と
き
に
行
動
や
言
動
が
お
か
し
く
な
る
。
そ
う

な
る
と
、
お
米
か
ら
造
る
「
お
酒
」
と
い
う
飲
み
物
も
、
ブ
ド

ウ
か
ら
造
る
「
ブ
ド
ウ
酒
」
と
、
結
局
、
同
じ
効
果
が
あ
る
の
で
、

神
は
や
は
り
お
酒
も
禁
止
す
る
は
ず
だ
、
こ
の
よ
う
に
推
論
を

進
め
て
、
人
間
の
活
動
を
律
し
て
い
く
の
で
す
。

　

も
う
ひ
と
つ
例
を
引
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
外
来
の
ギ
リ
シ

ア
由
来
の
学
問
で
あ
る
哲
学
︵
フ
ァ
ル
サ
フ
ァ
︶
が
イ
ス
ラ
ー
ム

に
と
っ
て
許
さ
れ
た
知
的
営
為
で
あ
る
こ
と
を
イ
ブ
ン
・
ル
シ

ュ
ド
︵
一
一
九
八
年
没
︶
と
い
う
哲
学
者
は
主
張
し
ま
す
。
イ
ブ

ン
・
ル
シ
ュ
ド
は
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
と
い
う
ラ
テ
ン
語
化
し
た
名
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前
で
知
ら
れ
た
哲
学
者
で
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
作
品
全
体
に

広
範
な
注
釈
を
書
き
、
そ
れ
が
ラ
テ
ン
語
に
翻
訳
さ
れ
、
中

世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
「
ス
コ
ラ
哲
学
」
と
言
わ
れ
る
学
問
を
成

立
さ
せ
る
契
機
と
な
る
、
西
洋
哲
学
史
に
と
っ
て
も
重
要
な
人

物
で
す
。

　

イ
ブ
ン
・
ル
シ
ュ
ド
は
同
時
に
法
学
者
と
し
て
も
有
名
な
人

で
す
。
彼
は
、「
哲
学
と
イ
ス
ラ
ー
ム
の
調
和
に
つ
い
て
」
と
い

う
小
論
文
を
残
し
て
い
ま
すえ
。
そ
こ
で
、
な
ぜ
哲
学
を
す
る
こ

と
が
正
し
い
こ
と
な
の
か
、
な
ぜ
哲
学
を
す
る
こ
と
が
人
間
に

と
っ
て
義
務
な
の
か
、
そ
う
い
う
議
論
を
し
て
い
て
、
そ
の
根

拠
付
け
に
以
下
の
ク
ル
ア
ー
ン
を
引
き
ま
す
。

　

あ
な
た
が
た
見
る
目
を
持
つ
者
よ
、
訓
戒
と
す
る
が

い
い
。︵
五
九
章
二
節お︶

　

か
れ
ら
は
天
と
地
の
大
権
に
就
い
て
観
察
し
、
ま
た

神
が
創
ら
れ
た
凡
て
の
事
物
に
つ
い
て
考
察
し
な
い
の

か
。
⋮
⋮
︵
七
章
一
八
五
節
︶

　
「
訓
戒
と
す
る
が
よ
い
」
と
訳
す
と
意
味
が
ち
ょ
っ
と
通
じ
ま

せ
ん
が
、
こ
の
「
訓
戒
と
す
る
が
よ
い
」
と
い
う
言
葉
は
、
一

般
的
に
「
考
え
な
さ
い
」
と
い
う
意
味
の
言
葉
で
す
。
で
す
か
ら
、

イ
ブ
ン
・
ル
シ
ュ
ド
の
文
脈
で
言
え
ば
「
あ
な
た
方
、
思
索
︵
哲

学
︶
を
す
る
力
の
あ
る
者
よ
、よ
く
考
え
な
さ
い
」
と
な
り
ま
す
。

　

次
の
「
彼
ら
は
天
と
地
の
大
権
に
つ
い
て
観
察
し
、
ま
た
神

が
創
ら
れ
た
す
べ
て
の
事
物
に
つ
い
て
考
察
し
な
い
の
か
」。
こ

れ
は
疑
問
文
の
形
で
す
が
、
命
令
形
の
意
味
を
も
ち
ま
す
。
で

す
か
ら
、「
天
と
地
を
観
察
し
、
神
が
創
っ
た
す
べ
て
の
物
に
考

え
を
巡
ら
し
、
思
索
を
し
な
さ
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ

は
自
然
界
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
つ
い
て
、
人
間
は
与
え

ら
れ
た
理
性
を
用
い
て
考
え
な
さ
い
。
そ
れ
を
、
神
は
命
じ
て

い
る
の
だ
と
い
う
意
味
に
取
る
の
で
す
。

　

哲
学
と
い
う
の
は
イ
ス
ラ
ー
ム
の
歴
史
の
中
で
は
神
を
蔑
ろ

に
し
人
間
の
理
性
を
過
大
評
価
す
る
「
反
イ
ス
ラ
ー
ム
的
な
あ

や
し
い
学
問
だ
」
と
批
判
さ
れ
た
の
は
確
か
で
す
が
、
哲
学
者

の
側
と
し
て
は
こ
の
イ
ブ
ン
・
ル
シ
ュ
ド
が
言
う
よ
う
に
、
哲

学
と
は
ク
ル
ア
ー
ン
の
言
葉
を
通
し
て
神
に
よ
っ
て
命
じ
ら
れ

た
立
派
な
知
的
営
み
で
あ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
は
こ
じ
つ
け
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
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な
に
ご
と
も
最
終
的
に
は
神
の
言
葉
に
収
斂
さ
せ
る
イ
ス
ラ
ー

ム
の
立
場
か
ら
言
え
ば
、
不
可
欠
の
重
要
な
手
続
き
に
な
り
ま

す
。
こ
の
よ
う
に
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
営
み
が
神
の
意
思
、
そ
の

現
れ
と
し
て
の
ク
ル
ア
ー
ン
の
言
葉
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
こ
と

が
イ
ス
ラ
ー
ム
の
ね
ら
い
で
あ
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
生
き
て

い
く
こ
と
が
ム
ス
リ
ム
に
は
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
すか
。

２
　
イ
ス
ラ
ー
ム
は
他
の
宗
教
を
ど
う
見
る
か

　

イ
ス
ラ
ー
ム
が
ア
ラ
ビ
ア
半
島
に
姿
を
現
し
た
の
は
、
七
世

紀
初
頭
で
す
か
ら
、
そ
の
時
点
で
紀
元
前
か
ら
の
歴
史
を
も
つ

ユ
ダ
ヤ
教
は
も
ち
ろ
ん
、
キ
リ
ス
ト
教
も
既
に
何
百
年
も
歴
史

を
経
て
い
ま
す
。
こ
の
ア
ラ
ビ
ア
半
島
に
も
ユ
ダ
ヤ
教
徒
や
キ

リ
ス
ト
教
徒
が
住
ん
で
い
た
こ
と
も
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
実
際
、

ク
ル
ア
ー
ン
を
見
て
い
く
と
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
、
キ
リ
ス
ト
教
徒

に
つ
い
て
の
言
及
は
か
な
り
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
そ
の
記
述

を
見
て
い
く
と
、
少
な
く
と
も
イ
ス
ラ
ー
ム
側
が
、
キ
リ
ス
ト

教
あ
る
い
は
ユ
ダ
ヤ
教
に
つ
い
て
ど
う
考
え
て
い
た
の
か
が
分

か
っ
て
き
ま
す
。

　

た
と
え
ば
、

　

本
当
に
︵
ク
ル
ア
ー
ン
を
︶
信
じ
る
者
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
、

キ
リ
ス
ト
教
徒
と
サ
ー
ビ
ア
教
徒
で
、
神
と
最
後
の
︵
審

判
の
︶
日
と
を
信
じ
て
、
善
行
に
勤
し
む
者
は
、
か
れ
ら

の
主
の
御
許
で
、
報
奨
を
授
か
る
で
あ
ろ
う
。
か
れ
ら

に
は
、
恐
れ
も
な
く
憂
い
も
な
い
で
あ
ろ
う
。︵
二
章
六

二
節
︶

と
あ
り
ま
す
。

　

こ
こ
は
、
ク
ル
ア
ー
ン
を
信
じ
る
者
、
す
な
わ
ち
、
ム
ス
リ
ム
、

そ
れ
に
ユ
ダ
ヤ
教
徒
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
、
そ
れ
と
あ
ま
り
具
体

的
な
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
星
辰
崇
拝
を
行
う
と
さ

れ
る
サ
ー
ビ
ア
教
徒
、
こ
う
い
う
人
た
ち
の
中
で
、
神
の
「
最

後
の
審
判
」
を
信
じ
て
一
生
懸
命
励
ん
で
い
る
人
た
ち
は
来
世

で
楽
園
に
行
か
れ
る
と
い
う
。

　

ク
ル
ア
ー
ン
の
こ
の
言
葉
で
は
、
死
後
、
最
後
の
審
判
を
経

て
楽
園
に
行
か
れ
る
の
は
ム
ス
リ
ム
だ
け
で
は
な
く
、
ユ
ダ
ヤ

教
徒
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
、
そ
れ
に
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
は
っ

き
り
し
な
い
サ
ー
ビ
ア
教
徒
も
そ
う
だ
と
い
っ
て
い
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、「
ム
ス
リ
ム
だ
け
が
楽
園
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
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の
だ
」
と
い
う
狭
い
考
え
方
で
は
な
く
て
、
こ
の
ム
ス
リ
ム
以

外
で
も
神
を
信
じ
、
そ
し
て
正
し
い
行
い
を
す
る
人
た
ち
は
楽

園
に
行
か
れ
る
の
だ
と
い
う
意
味
を
、
少
な
く
と
も
こ
の
ク
ル

ア
ー
ン
の
文
句
か
ら
は
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

　

本
当
に
︵
ク
ル
ア
ー
ン
を
︶
信
じ
る
者
、
ユ
ダ
ヤ
教

を
奉
じ
る
者
ま
た
サ
ー
ビ
ア
教
徒
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
、

拝
火
教
徒
そ
し
て
偶
像
信
者
た
ち
、
神
は
審
判
の
日
に
、

か
れ
ら
を
裁
決
な
さ
れ
る
。
本
当
に
神
は
凡
て
の
こ
と

の
立
証
者
で
あ
ら
れ
る
。︵
二
二
章
一
七
節
︶

　

こ
こ
で
は
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
、ユ
ダ
ヤ
教
徒
、サ
ー
ビ
ア
教
徒
、

キ
リ
ス
ト
教
徒
、
拝
火
教
徒
、
こ
れ
は
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
徒
、

そ
し
て
偶
像
信
者
が
出
て
来
て
い
ま
す
。
た
だ
、「
ク
ル
ア
ー
ン
」

の
こ
の
句
で
は
、「
神
が
審
判
の
日
に
裁
く
」
と
い
う
言
い
方
を

し
て
い
て
、
こ
こ
に
書
い
て
あ
る
人
た
ち
皆
が
楽
園
に
行
か
れ

る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
す
。
注
釈
書
を
見
て
み
る
と
、
最
後

の
「
偶
像
信
者
」
は
火
獄
に
行
く
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の

前
に
書
か
れ
て
い
る
人
た
ち
は
行
動
如
何
に
よ
っ
て
は
楽
園
に

入
れ
る
、
と
言
う
わ
け
で
す
。

　

別
の
箇
所
で
は
、

　

か
れ
ら
［
不
信
仰
者
が
ヌ
ー
フ
に
］
は
言
い
ま
す
。「
あ

な
た
が
た
の
神
々
を
捨
て
る
な
。
ワ
ッ
ド
も
ス
ワ
ー
ウ

も
、
ま
た
ヤ
グ
ー
ス
も
ヤ
ウ
ー
ク
も
ナ
ス
ル
も
、
捨
て

て
は
な
ら
な
い
。」︵
七
一
章
二
三
節
︶

　

不
信
仰
者
が
ヌ
ー
フ
、
こ
れ
は
「
ノ
ア
の
方
舟
」
で
知
ら
れ

る
ノ
ア
の
ア
ラ
ビ
ア
語
で
の
表
現
で
す
が
、
彼
に
対
し
昔
か
ら

社
会
で
崇
拝
さ
れ
て
い
た
偶
像
た
ち
の
崇
拝
を
続
け
る
よ
う
に

言
っ
て
い
ま
す
。
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
の
時
代
に
場
を
か
り
て
、

イ
ス
ラ
ー
ム
に
対
抗
す
る
ア
ラ
ブ
の
不
信
仰
者
た
ち
の
主
張
を

述
べ
て
い
る
箇
所
で
す
。

　
「
ク
ル
ア
ー
ン
」
の
中
に
は
、
当
時
の
ア
ラ
ブ
の
人
々
の
一
般

的
な
宗
教
で
あ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
偶
像
崇
拝
」
を
す
る
人
た
ち

の
他
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
、
そ
し
て
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー

教
徒
、
サ
ー
ビ
ア
教
徒
と
言
わ
れ
る
人
た
ち
、
こ
の
よ
う
な
非

イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
存
在
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
あ
る
程
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度
実
質
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、「
偶
像
崇
拝
」
と
キ
リ
ス

ト
教
、ユ
ダ
ヤ
教
で
す
。
い
わ
ゆ
る　
「
偶
像
崇
拝
」
は
イ
ス
ラ
ー

ム
に
敵
対
す
る
人
々
が
拠
っ
て
立
つ
基
盤
で
あ
り
、
ム
ス
リ
ム

軍
と
対
立
し
た
メ
ッ
カ
軍
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
支
え
と
も
い
え

る
も
の
で
す
。
メ
ッ
カ
を
ム
ス
リ
ム
軍
が
最
終
的
に
無
血
征
服

す
る
こ
と
で
外
見
上
は
こ
の
「
偶
像
崇
拝
」
は
滅
ぼ
さ
れ
た
と

言
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
意
味
で
イ
ス
ラ
ー
ム
が
ア
ラ

ビ
ア
半
島
に
拡
が
っ
た
初
期
の
時
点
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
、
ユ

ダ
ヤ
教
が
主
だ
っ
た
イ
ス
ラ
ー
ム
以
外
の
宗
教
で
あ
っ
た
と
言

っ
て
い
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
の
立
場
か
ら
イ
ス
ラ
ー
ム
以
外
の
諸
宗
教
を
秩

序
づ
け
る
観
点
が
ク
ル
ア
ー
ン
に
あ
り
、
そ
の
ひ
と
つ
に
「
啓

典
の
民
」ahl al-kitāb

と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。

　

言
っ
て
や
る
が
い
い
。「
啓
典
の
民
よ
、
真
理
を
無
視

し
て
あ
な
た
が
た
の
教
え
の
法
を
越
え
て
は
な
ら
な
い
。

ま
た
あ
な
た
が
た
は
先
に
迷
い
去
っ
た
者
た
ち
の
、
私

見
に
従
っ
て
は
な
ら
な
い
。
か
れ
ら
は
多
く
の
者
を
迷

わ
せ
、︵
自
ら
も
︶
正
し
い
道
か
ら
迷
っ
た
者
た
ち
で
あ

る
」︵
五
章
七
七
節
︶

と
い
う
言
い
方
で
、
ム
ス
リ
ム
と
は
違
う
が
、
真
理
を
守
る
こ

と
の
で
き
る
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
、
と
見
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
「
啓

典
」
と
は
、
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
聖
典
で
あ
り
、「
啓
典
の
民
」

と
は
、
ム
ス
リ
ム
に
ク
ル
ア
ー
ン
が
与
え
ら
れ
た
よ
う
に
、
神

か
ら
聖
典
を
与
え
ら
れ
た
人
た
ち
と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。

ム
ス
リ
ム
も
ク
ル
ア
ー
ン
と
い
う
聖
典
を
も
ち
ま
す
が
、
一
応
、

ム
ス
リ
ム
は
特
別
な
位
置
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、「
啓
典
の
民
」

に
は
基
本
的
に
は
含
め
ま
せ
んき
。

　

こ
の
よ
う
な
意
味
で
、「
啓
典
の
民
」
と
い
う
の
は
基
本
的
に

キ
リ
ス
ト
教
徒
と
ユ
ダ
ヤ
教
徒
を
指
し
て
い
ま
す
。
彼
ら
は
、

イ
ス
ラ
ー
ム
で
考
え
る
の
と
同
じ
神
、
そ
の
神
か
ら
そ
れ
ぞ
れ

啓
典
を
授
か
っ
て
い
る
。
彼
ら
も
神
の
啓
典
を
も
っ
て
い
る
と

い
う
意
味
で
、「
一
つ
の
仲
間
」
と
い
う
意
味
も
も
つ
わ
け
で
す
。

必
ず
し
も
す
べ
て
の
啓
典
の
民
が
正
し
か
っ
た
り
、
間
違
っ
て

い
た
り
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、
よ
き
啓
典
の
民
に
つ

い
て
は
次
の
よ
う
に
も
ク
ル
ア
ー
ン
は
述
べ
て
い
ま
す
。
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か
れ
ら
︵
全
部
︶
が
同
様
な
の
で
は
な
い
。
啓
典
の

民
の
中
に
も
正
し
い
一
団
が
あ
っ
て
、
夜
の
間
神
の
啓

示
を
読
誦
し
、
ま
た
︵
主
の
御
前
に
︶
サ
ジ
ダ
［
跪
拝
］

す
る
。

　

か
れ
ら
は
神
と
最
後
の
日
と
を
信
じ
、
正
し
い
こ
と

を
命
じ
、
邪
悪
な
こ
と
を
禁
じ
、
互
い
に
善
事
に
競
う
。

か
れ
ら
は
正
し
い
者
の
類
で
あ
る
。︵
三
章
一
一
三
–一
一

四
節
︶

　

こ
の
よ
う
に
「
啓
典
の
民
」
は
神
か
ら
の
聖
典
を
授
か
っ
て

い
る
者
た
ち
と
い
う
こ
と
で
、
イ
ス
ラ
ー
ム
側
か
ら
は
、「
古
い

啓
典
に
し
が
み
つ
く
仕
方
の
な
い
人
た
ち
」
と
い
う
意
味
は
も

ち
ろ
ん
あ
り
ま
す
が
、
一
応
、
我
々
と
同
じ
神
か
ら
聖
典
を
授

か
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
仲
間
で
あ
る
、
と
考
え
る
こ
と

も
可
能
に
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教

徒
や
ユ
ダ
ヤ
教
徒
な
ど
「
啓
典
の
民
」
に
対
し
て
は
、
基
本
的

に
は
改
宗
を
強
制
す
る
こ
と
な
く
、
人
頭
税
の
提
出
に
よ
っ
て

自
ら
の
信
仰
を
保
持
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
ま
し
た
。

　

啓
典
の
民
の
他
に
、
ク
ル
ア
ー
ン
で
非
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
を

示
す
語
に
「
不
信
仰
者
」、「
多
神
教
徒
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り

ま
す
。
こ
の
ふ
た
つ
の
語
は
明
ら
か
に
否
定
的
な
意
味
合
い
を

も
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
う
ち
「
不
信
仰
者
」
と
い
う
言
葉
は

kā fir

と
い
う
語
︵
能
動
分
詞
の
形
︶
で
す
が
、た
と
え
ば
、ク
ル
ア
ー

ン
の
な
か
で
は
以
下
の
よ
う
に
現
れ
ま
す
。

　

か
れ
ら
は
神
の
恩
恵
を
知
っ
た
う
え
、
な
お
そ
れ
を

拒
否
し
て
い
る
。
か
れ
ら
の
多
く
は
不
信
心
者
た
ち

kāfirūn

で
あ
る
。︵
一
六
章
八
三
節
︶

　
「
不
信
仰
で
あ
る
」︵
動
詞kafara

︶
と
い
う
語
の
元
来
の
意
味

は
、
覆
い
隠
す
、
隠
し
て
し
ま
う
こ
と
、
要
す
る
に
、「
神
の
恵

み
を
隠
し
て
無
視
す
る
」
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
「
神
に
対
し
て

感
謝
し
な
い
」
と
い
う
意
味
に
展
開
し
ま
す
。
神
が
人
間
の
た

め
に
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
素
晴
ら
し
い
恩
恵
を
施
し
て
く
れ
て
い

る
の
に
、
そ
の
神
に
感
謝
す
る
こ
と
な
く
自
分
勝
手
な
行
動
を

取
る
、
そ
う
い
う
不
心
得
者
、
そ
れ
が
不
信
仰
者
の
意
味
に
な

り
ま
すく
。

　

も
う
ひ
と
つ
、「
多
神
教
徒
」︵m

ushrik

︶
と
い
う
語
が
あ
り
ま
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す
。
こ
れ
は
「
神
と
同
じ
地
位
に
立
つ
よ
う
な
も
の
を
神
以
外

に
も
認
め
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
、
神
が
二
人
い

る
と
か
、
神
が
た
く
さ
ん
い
る
と
か
と
か
い
う
考
え
が
、
典
型

的
な
ム
シ
ュ
リ
ク
に
な
り
ま
す
。

　

本
当
に
神
は
、︵
何
も
の
を
も
︶
か
れ
に
配
す
る
こ
と
︵an 

yushraka bi-hi
︶
を
赦
さ
れ
な
い
。
そ
れ
以
外
の
こ
と
に

就
い
て
は
、
御
心
に
適
う
者
を
赦
さ
れ
る
。
神
に
︵
何
も

の
か
を
︶
配
す
る
者
は
、
ま
さ
に
大
罪
を
犯
す
者
で
あ
る
。

︵
四
章
四
八
節
︶

　

こ
こ
に
あ
る
よ
う
に
、
多
神
教
の
考
え
は
神
が
決
し
て
赦
す

こ
と
の
な
い
、
大
き
な
罪
で
あ
る
と
い
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に

ク
ル
ア
ー
ン
は
ム
ス
リ
ム
以
外
の
人
々
を
、「
啓
典
の
民
」、「
不

信
仰
者
」、
そ
し
て
「
多
神
教
徒
」
な
ど
、
イ
ス
ラ
ー
ム
的
価
値

観
に
基
づ
い
て
区
分
し
て
い
き
ま
す
。「
啓
典
の
民
」
は
肯
定
的

に
受
け
取
れ
る
面
も
あ
り
ま
す
。「
不
信
仰
者
」
と
「
多
神
教
徒
」

は
明
ら
か
に
否
定
的
に
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
否
定
的
な
こ
の

ふ
た
つ
の
語
が
ど
う
違
う
の
か
は
、
言
葉
の
意
味
と
し
て
は
分

か
り
ま
す
が
、
信
仰
の
実
態
と
し
て
は
必
ず
し
も
は
っ
き
り
し

て
い
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

ク
ル
ア
ー
ン
の
記
述
と
大
き
く
異
な
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
後
世
の
神
学
者
が
ど
の
よ
う
に
諸
宗
教
を
位
置
づ
け
る

か
、
と
い
う
こ
と
の
一
例
と
し
て
十
五
世
紀
初
め
に
没
し
た
ジ

ュ
ル
ジ
ャ
ー
ニ
ー
と
い
う
学
者
の
説
を
見
て
み
ま
すけ
。
そ
れ
に

よ
れ
ば
、
宗
教
を
三
つ
に
区
分
し
ま
す
。
第
一
は
、
ム
ハ
ン
マ

ド
と
い
う
預
言
者
の
存
在
を
認
め
る
ム
ス
リ
ム
。
第
二
に
、
ム

ハ
ン
マ
ド
を
認
め
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
彼
以
外
の
誰
か
預
言

者
の
存
在
を
認
め
、
そ
れ
を
通
し
て
受
け
た
書
物
、
啓
典
を
も

っ
て
い
る
者
た
ち
。
ユ
ダ
ヤ
教
徒Yahūd

、
キ
リ
ス
ト
教
徒

N
aṣārā

、
そ
れ
か
ら
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
徒M

ajūs

な
ど
を
言
い
ま

す
。
最
後
の
第
三
は
「
預
言
者
性
を
認
め
な
い
」
者
た
ち
で
す
。

こ
こ
は
さ
ら
に
ふ
た
つ
に
分
か
れ
て
い
て
、
最
初
に
、
自
由
意

思
を
も
ち
行
動
す
る
力
の
あ
る
者
を
認
め
る
者
た
ち
で
、
具
体

例
と
し
て
バ
ラ
モ
ン
教
徒
︵B

arāhim
a

︶
を
挙
げ
ま
す
。
他
方
は

物
質
主
義
者
︵D

ahrīya

︶
で
、
神
の
存
在
を
認
め
な
い
人
た
ち
で

す
。
預
言
者
と
は
神
か
ら
の
使
信
を
伝
え
る
者
で
す
か
ら
、
預

言
者
性
を
認
め
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
預
言
者
を
遣
わ
す
神
の
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存
在
す
ら
認
め
な
い
、
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
神
の
よ
う
な

存
在
を
認
め
る
け
れ
ど
も
、
預
言
者
を
遣
わ
す
と
い
う
働
き
は

認
め
な
い
と
い
う
こ
と
、
こ
の
ふ
た
つ
の
可
能
性
が
あ
る
で
し
ょ

う
。
前
者
は
物
質
主
義
者
が
意
図
し
て
い
る
こ
と
で
す
の
で
、

残
る
ひ
と
つ
で
あ
る
後
者
が
「
自
由
意
思
を
も
っ
て
行
動
す
る

こ
と
の
で
き
る
者
」
に
よ
っ
て
意
図
し
て
い
る
も
の
で
し
ょ
う
。

こ
の
表
現
は
必
ず
し
も
明
晰
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
お
そ
ら
く
、

例
と
し
て
バ
ラ
モ
ン
教
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ

う
に
、
す
べ
て
の
権
威
を
一
身
に
体
現
し
た
イ
ス
ラ
ー
ム
の
神

と
は
違
い
ま
す
が
、
い
わ
ゆ
る
多
神
教
で
み
ら
れ
る
よ
う
な
自

由
に
活
動
す
る
神
々
の
存
在
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
よ
う
に
思

い
ま
す
。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
以
外
の
宗
教
は
イ
ス
ラ
ー
ム
に
あ
っ
て
は
否
定

的
に
見
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、「
啓
典
の
民
」
の
考
え

方
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
肯
定
的
、
融
和
的
に
見
る
視
点
も
存
在

す
る
こ
と
は
確
認
し
て
お
く
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

３
　
イ
ス
ラ
ー
ム
の
見
る
仏
教

　

こ
れ
ま
で
イ
ス
ラ
ー
ム
と
は
ど
の
よ
う
な
宗
教
か
、
他
の
宗

教
を
ど
う
見
る
か
、と
い
う
こ
と
を
考
え
て
き
ま
し
た
が
、
次
に
、

仏
教
を
イ
ス
ラ
ー
ム
が
ど
う
見
る
か
と
い
う
、
具
体
的
な
問
題

に
移
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
仏
教
と
イ
ス
ラ
ー
ム
と
の
関
わ
り

「
ガ
ザ
ン
の
イ
ス
ラ
ー
ム
改
宗
」
を
描
い
た
14
世
紀
の
ペ
ル
シ
ア
細
密
画

（
歴
史
書
『
集
史
』
パ
リ
本
よ
り
）。
ガ
ザ
ン
・
ハ
ン
（
在
位
１
２
９
５

年
–１
３
０
４
年
／
合
贊
）
は
、
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
・
イ
ル
ハ
ン
朝
（
現
在

の
イ
ラ
ン
を
中
心
に
、
イ
ラ
ク
、
ト
ル
コ
東
部
ま
で
支
配
）
の
第
７
代

君
主
。
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
に
多
く
の
寄
進
を
し
て
い
た
仏
教
徒
で
あ
っ
た

が
、
即
位
前
年
の
１
２
９
４
年
、
ム
ス
リ
ム
と
な
っ
た
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は
、
あ
る
意
味
で
非
常
に
薄
い
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
例
え
ば
、

ク
ル
ア
ー
ン
の
中
で
キ
リ
ス
ト
教
や
ユ
ダ
ヤ
教
が
い
ろ
い
ろ
な

形
で
言
及
さ
れ
て
い
る
と
い
う
次
元
で
は
、
仏
教
に
つ
い
て
は

何
も
触
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

た
だ
、
イ
ス
ラ
ー
ム
が
地
域
的
に
拡
が
っ
て
い
く
な
か
で
、

イ
ラ
ン
東
部
や
中
央
ア
ジ
ア
、
更
に
は
イ
ン
ド
亜
大
陸
、
東
南

ア
ジ
ア
の
諸
地
域
に
も
到
達
し
、
そ
の
な
か
で
仏
教
と
出
遭
う

と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
に
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
イ
ス

ラ
ー
ム
の
基
本
的
な
考
え
方
が
確
立
す
る
最
初
期
の
時
代
に
は
、

仏
教
が
イ
ス
ラ
ー
ム
と
直
接
接
し
て
何
ら
か
の
影
響
を
及
ぼ
し

た
と
い
う
ほ
ど
の
状
況
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
周
辺
的
状
況
の
な
か
で
は
、
例
え
ば
、

イ
ス
ラ
ー
ム
の
中
に
も
神
秘
主
義
教
団
が
民
衆
レ
ベ
ル
の
信
仰

習
俗
と
接
近
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
仏
教
や
ヒ
ン
ズ
ー
教
の

儀
礼
を
受
容
し
た
り
、
ム
ス
リ
ム
知
識
人
の
な
か
に
は
知
的
関

心
か
ら
イ
ン
ド
の
思
想
に
興
味
を
も
っ
た
人
々
も
い
ま
すこ
。
イ

ン
ド
の
ム
ガ
ー
ル
帝
国
︵
一
五
二
六
ー
一
八
五
八
年
︶
は
ム
ス
リ
ム

王
朝
で
す
し
、
そ
こ
で
の
公
用
語
は
ペ
ル
シ
ア
語
で
あ
り
、
イ

ン
ド
と
イ
ラ
ン
と
の
交
流
は
大
き
な
も
の
が
あ
っ
た
わ
け
で
、

宗
教
面
を
含
め
て
文
化
的
交
流
も
考
え
る
べ
き
も
の
で
す
。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
と
仏
教
と
の
関
わ
り
は
、
そ
の
周
辺
領
域
で
さ

ま
ざ
ま
な
接
点
を
も
っ
た
と
言
え
ま
す
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
十

分
に
触
れ
る
用
意
も
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
こ
こ
で
は
、
ひ
と
り

の
中
世
ム
ス
リ
ム
知
識
人
の
目
に
映
じ
た
イ
ン
ド
の
仏
教
に
つ

い
て
紹
介
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
シ
ャ
フ
ラ
ス
タ
ー
ニ
ー
︵
一

一
五
三
年
没
︶
と
い
う
人
物
で
す
が
、
こ
の
人
は
神
学
者
で
あ
り
、

「
ク
ル
ア
ー
ン
」
の
注
釈
も
書
い
て
い
る
学
者
で
す
。
彼
は
イ
ス

ラ
ー
ム
の
中
の
さ
ま
ざ
ま
な
グ
ル
ー
プ
だ
け
で
な
く
、
イ
ス
ラ
ー

ム
以
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
宗
派
に
つ
い
て
も
述
べ
た
書
物
を

著
し
て
い
ま
す
。
以
下
に
簡
単
に
そ
の
目
次
を
紹
介
し
ま
す
。

シ
ャ
フ
ラ
ス
タ
ー
ニ
ー
『
諸
分
派
と
諸
教
派
』al-M

ilal 

w
a-al-niḥal

の
内
容

第
一
部

序
説

世
界
の
民
の
諸
教
説
︵m

adhāhib

︶

序
論　

宗
教
︵diyānāt

︶
と
教
義
︵m

ilal

︶
を
も
つ
者
。
す

な
わ
ち
、
ム
ス
リ
ム
た
ち
、
啓
典
の
民
、
そ
し
て
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擬
似
啓
典
を
も
つ
者
た
ち
。

　

１　

ム
ス
リ
ム
た
ち
︵M

uslim
ūn

︶

ム
ウ
タ
ジ
ラ
派
、
ジ
ャ
ブ
ル
派
、
属
性
派

︵ṣifātīya

︶、
ハ
ワ
ー
リ
ジ
ュ
派
、
ム
ル
ジ
ア
派
、

シ
ー
ア
派

　

２　

啓
典
の
民
︵ahl al-kitāb

︶

ユ
ダ
ヤ
教
徒
、
キ
リ
ス
ト
教
徒

　

３　

擬
似
啓
典
︵shubhat al-kitāb
︶
を
も
つ
者
た
ち

マ
ズ
ダ
教
徒

第
二
部

　

１　

妄
説
︵ahw

ā’

︶
と
異
端
説
︵nihal

︶
の
徒

サ
ー
ビ
ア
教
徒
そ
の
他

　

２　

哲
学
者
た
ち
︵falāsifa

︶

古
代
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
者
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
哲

学
者
︵
と
く
に
イ
ブ
ン
・
ス
ィ
ー
ナ
ー
︶

３　

イ
ス
ラ
ー
ム
以
前
の
ア
ラ
ブ
の
諸
観
念
︵ārā’ al-

ʻA
rab fī al-Jāhilīya

︶

創
造
者
・
復
活
の
否
定
。

神
、
最
後
の
日
を
信
じ
、
預
言
者
を
待
望
す
る

者
。

　

４　

イ
ン
ド
の
諸
観
念
︵ārā’ al-H

ind

︶

バ
ラ
モ
ン
︵
仏
教
を
含
む
︶
な
ど
。

　

こ
の
よ
う
な
枠
組
み
の
な
か
で
イ
ス
ラ
ー
ム
の
内
外
の
宗
教

教
義
、
思
想
内
容
を
述
べ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
最
後
の

部
分
で
イ
ン
ド
の
思
想
に
つ
い
て
論
じ
て
お
り
、
そ
の
な
か
で

仏
教
に
つ
い
て
ま
と
め
て
い
ま
す
。
そ
れ
ほ
ど
長
い
も
の
で
は

な
い
の
で
、
以
下
に
全
文
を
翻
訳
、
紹
介
し
ま
すさ
。

　
ブ
ッ
ダ
信
奉
者aṣḥāb al-badada

　

彼
ら
に
と
っ
て
、
ブ
ッ
ダal-budd し
の
意
味
は
、
こ
の
世
界
の

人
物
で
、
生
ま
れ
も
せ
ず
、
結
婚
も
せ
ず
、
食
べ
る
こ
と
も
せ
ず
、

飲
む
こ
と
も
せ
ず
、
老
い
る
こ
と
も
な
く
、
死
ぬ
こ
と
も
な
い

者
で
あ
る
。
世
界
に
最
初
に
現
れ
た
ブ
ッ
ダbudd

は
、
そ
の
名

を
シ
ャ
ー
カ
ミ
ー
ンshākam

īn

︵
↑
釈
迦
牟
尼 Śākyam

uni

︶
と
い

い
、
そ
れ
は
「
高
貴
な
方
」al-sayyid al-sharīf

と
い
う
意
味
に

解
釈
さ
れ
る
。
彼
が
現
れ
た
時
か
ら
ヒ
ジ
ュ
ラ
の
時
︵
西
暦
六
二

二
年
︶
ま
で
五
千
年
で
あ
る
。
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彼
ら
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
ブ
ッ
ダ
の
階
位
の
下
に
は
ブ
ー

デ
ィ
ー
サ
イ
ー
ヤbūdīsaʻīya

︵
↑
菩
薩 Skt. bodhisattva

︶
の
階
位

が
あ
り
、
そ
の
意
味
は
真
実
の
道
を
求
め
る
人
で
あ
る
。
こ
の

階
位
に
到
達
す
る
に
は
、
忍
耐
と
施
し
、
願
い
求
め
る
べ
き
も

の
を
願
い
求
め
る
こ
と
、
現
世
を
避
け
身
を
退
け
る
こ
と
、
そ

こ
で
の
情
欲
や
快
楽
か
ら
遠
ざ
か
る
こ
と
、
そ
こ
で
禁
じ
ら
れ

て
い
る
も
の
を
嫌
悪
す
る
こ
と
、
す
べ
て
の
被
造
物
に
慈
悲
深

く
あ
る
こ
と
、
十
の
罪
を
避
け
る
こ
と
、︵
が
必
要
で
あ
る
。
十
の

罪
と
は
︶
す
な
わ
ち
、︵
１
︶
す
べ
て
生
命
あ
る
も
の
を
殺
す
こ

と
、︵
２
︶
人
の
財
産
を
侵
す
こ
と
、︵
３
︶
姦
淫
、︵
４
︶
嘘
言
、

︵
５
︶
中
傷
、︵
６
︶
悪
罵
、︵
７
︶
侮
辱
、︵
８
︶
醜
悪
な
あ
だ
名
、

︵
９
︶
無
恥
、︵
10
︶
来
世
の
報
い
の
否
定
で
あ
る
。
ま
た
︵
そ
の

階
位
に
達
す
る
た
め
に
は
︶
十
の
特
質
を
完
成
さ
せ
ね
ば
な
ら
な

い
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
一
は
寛
容
と
寛
大
、
そ
の
二
は
悪
を
犯

し
た
者
を
許
し
穏
や
か
さ
で
怒
り
を
抑
え
る
こ
と
、
そ
の
三
は

現
世
的
情
欲
を
避
け
る
こ
と
、
そ
の
四
は
こ
の
滅
び
行
く
世
界

か
ら
永
続
的
存
在
の
あ
の
世
界
へ
解
放
さ
れ
る
こ
と
を
考
え
る

こ
と
、
そ
の
五
は
知
識
と
教
養
で
知
性
を
鍛
錬
し
、
物
事
の
終

わ
る
こ
と
を
よ
く
考
え
る
こ
と
、
そ
の
六
は
魂
に
高
次
の
も
の

の
追
求
を
行
わ
せ
る
よ
う
な
力
、
そ
の
七
は
ど
ん
な
人
と
も
優

し
い
心
と
丁
寧
な
言
葉
で
接
す
る
こ
と
、
そ
の
八
は
自
分
の
好

み
よ
り
も
他
者
の
好
み
を
優
先
す
る
こ
と
で
仲
間
た
ち
と
よ
い

交
際
を
す
る
こ
と
、
そ
の
九
は
被
造
物
か
ら
完
全
に
身
を
退
け
、

神
に
完
全
に
専
念
す
る
こ
と
、
そ
の
十
は
神
を
熱
望
し
神
の
御

許
に
至
る
こ
と
に
全
霊
を
尽
く
す
こ
と
。

　

彼
ら
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
彼
ら
に
は
カ
ン
カK

anka

川

︵
ガ
ン
ジ
ス
川
︶
の
寺
院hayākil

の
数す
だ
け
の
ブ
ッ
ダ
た
ち
が
も

た
ら
さ
れ
た
。
彼
ら
に
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
や
個
物
に
つ
い
て
の

知
識
が
与
え
ら
れ
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
か
れ
ら
の
内
実
の
高
貴

さ
の
ゆ
え
、
彼
ら
は
王
の
宮
廷
に
し
か
現
れ
な
か
っ
た
。
彼
ら

は
い
う
。
彼
ら
か
ら
伝
え
ら
れ
て
い
る
世
界
の
永
遠
性
に
つ
い

て
と
、
我
々
が
先
に
述
べ
た
よ
う
にせ
彼
ら
の
応
報
に
つ
い
て
の

考
え
に
つ
い
て
は
、
彼
ら
の
間
に
意
見
の
相
違
は
な
い
。
ブ
ッ

ダ
た
ち
の
出
現
が
イ
ン
ド
の
地
に
限
ら
れ
た
の
は
、
そ
こ
に
見

ら
れ
る
地
と
風
土
の
特
性
が
大
い
に
合
致
し
た
の
と
、
鍛
錬
と

修
行
に
励
む
者
た
ち
が
沢
山
い
た
こ
と
に
よ
る
。
彼
ら
が
正
し

く
述
べ
て
い
る
の
な
ら
ば
彼
ら
が
描
き
出
す
ブ
ッ
ダ
と
は
イ
ス

ラ
ー
ム
の
民
が
承
認
し
て
い
る
︵
聖
者
︶
ハ
デ
ィ
ル
に
こ
そ
比
べ
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ら
れ
る
。

　

簡
単
に
読
ん
で
み
ま
す
と
、「
ブ
ッ
ダ
」
と
は
、「
こ
の
世
界

の
人
物
で
、
生
ま
れ
も
せ
ず
、
結
婚
も
せ
ず
、
食
べ
る
こ
と
も

せ
ず
、
飲
む
こ
と
も
せ
ず
、
老
い
る
こ
と
も
な
く
、
死
ぬ
こ
と

も
な
い
者
で
あ
る
」
と
、
現
世
で
禁
欲
的
な
生
活
を
し
て
い
る

が
、
生
死
も
超
え
る
と
い
う
、
あ
る
意
味
で
、
超
越
的
な
存
在

で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
世
界
に
最
初
に
現
れ
た
ブ
ッ
ダ
は
、
そ
の
名
を
シ

ャ
ー
カ
ミ
ー
ン
と
い
う
と
あ
り
、
釈
迦
牟
尼
︵
釈
迦
族
の
聖
者
︶

と
い
う
言
葉
を
写
し
た
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
た
「
聖
者
」

を
「
高
貴
な
方
」
と
い
う
意
味
に
と
っ
た
の
も
理
解
可
能
で
し
ょ

う
。
釈
迦
牟
尼
、
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
活
動
は
紀
元
前
五
〇

〇
年
前
後
に
置
く
説
が
多
い
よ
う
で
す
の
で
、「
彼
が
現
れ
た
と

き
か
ら
ヒ
ジ
ュ
ラ
の
時
︵
イ
ス
ラ
ー
ム
歴
の
紀
元
、
西
暦
六
二
二
年
︶

ま
で
五
千
年
で
あ
る
」
と
い
う
表
現
は
や
や
過
大
で
す
。

　

ブ
ッ
ダ
と
い
う
階
位
の
下
に
は
「
菩
薩
」
と
い
う
階
位
が
あ

り
、
そ
の
意
味
は
、「
真
実
の
道
を
求
め
る
人
」
で
あ
り
、
そ
の

後
ひ
き
続
い
て
、
菩
薩
の
位
に
到
達
す
る
た
め
に
必
要
な
守
る

べ
き
徳
目
、
し
て
は
な
ら
な
い
行
為
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

実
践
な
ど
を
列
挙
し
て
い
ま
す
。
こ
の
世
の
快
楽
を
離
れ
、
道

徳
的
に
正
し
い
生
活
を
し
、
人
々
に
は
寛
大
に
、
他
人
の
こ
と

を
先
ず
考
え
る
。
来
世
を
恐
れ
、
ひ
た
す
ら
神
の
許
に
至
る
こ

と
に
専
念
す
る
、
と
仏
教
は
教
え
る
と
い
う
の
で
す
。
菩
薩
と

い
う
語
を
用
い
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
イ
ン
ド
の
大
乗
仏
教
を

念
頭
に
お
い
た
記
述
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
完
成
さ
せ
る
べ

き
特
質
の
最
後
に
挙
げ
て
い
る
「
被
造
物
か
ら
完
全
に
身
を
退

け
、
神
に
完
全
に
専
念
す
る
こ
と
。
神
を
熱
望
し
神
の
御
許
に

至
る
こ
と
に
全
霊
を
尽
く
す
こ
と
」
は
イ
ス
ラ
ー
ム
側
で
受
け

取
り
や
す
く
書
き
改
め
た
と
も
考
え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
が
、

阿
弥
陀
信
仰
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
だ
と
考
え
れ
ば
、
そ
れ

ほ
ど
違
和
感
な
く
受
け
取
れ
る
よ
う
に
も
思
え
ま
す
。

　

こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
仏
教
の
姿
は
禁
欲
的
な
修
行
を
行
い
、

人
々
に
は
善
を
施
し
、
ひ
た
す
ら
神
︵
仏
︶
に
向
か
っ
て
専
心
努

力
す
る
、
と
い
う
も
の
で
す
。
最
後
に
、「
彼
ら
が
正
し
く
述
べ

て
い
る
の
な
ら
ば
彼
ら
が
描
き
出
す
ブ
ッ
ダ
と
は
イ
ス
ラ
ー
ム

の
民
が
承
認
し
て
い
る
︵
聖
者
︶
ハ
デ
ィ
ル
に
こ
そ
比
べ
ら
れ
る
」

と
シ
ャ
フ
ラ
ス
タ
ー
ニ
ー
は
自
ら
の
見
解
を
述
べ
て
い
ま
す
。
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ハ
デ
ィ
ル
︵
ヒ
ド
ル
と
も
言
う
︶
は
、「
ク
ル
ア
ー
ン
」
の
中
の
物

語そ
に
出
る
ひ
と
り
の
人
物
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
「
ヘ

ブ
ラ
イ
語
聖
書
」
に
出
て
来
る
モ
ー
セ
と
、
ハ
デ
ィ
ル
と
さ
れ

る
あ
る
人
物
が
一
緒
に
旅
を
し
ま
す
。
モ
ー
セ
に
対
し
て
「
私

が
す
る
こ
と
に
つ
い
て
不
思
議
に
思
っ
て
も
、
一
切
質
問
し
て

は
い
け
な
い
」
と
言
っ
て
、
出
発
し
ま
す
。
し
か
し
、
彼
は
突
然
、

出
会
っ
た
若
者
を
殺
し
て
し
ま
い
ま
す
。
モ
ー
セ
が
「
何
で
殺

し
た
り
し
た
の
か
」
と
す
ぐ
に
聞
く
と
、「
聞
い
て
は
い
け
な
い

と
言
っ
て
あ
っ
た
だ
ろ
う
」
と
言
わ
れ
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と

が
三
回
続
い
て
、「
も
う
、
お
前
と
い
っ
し
ょ
に
旅
は
で
き
な
い
」

と
言
っ
て
、
彼
は
モ
ー
セ
と
別
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の

と
き
に
、
な
ぜ
あ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
た
か
を
モ
ー
セ
に
説
明

し
ま
す
。
若
者
を
殺
し
た
の
は
、
彼
は
大
き
く
な
っ
て
自
分
の

両
親
を
不
信
仰
に
お
と
し
入
れ
る
よ
う
な
大
悪
人
に
な
る
こ
と

が
分
か
っ
て
い
た
の
で
、
先
に
殺
し
た
の
だ
と
言
い
ま
す
。
こ

の
よ
う
な
話
が
、「
ク
ル
ア
ー
ン
」
に
は
あ
り
、
そ
の
人
物
に
つ

い
て
は
、「
ク
ル
ア
ー
ン
」
に
名
前
は
出
て
い
ま
せ
ん
が
、
こ
れ

は
ハ
デ
ィ
ル
と
い
う
人
物
の
こ
と
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

ハ
デ
ィ
ル
は
、
そ
の
後
「
ク
ル
ア
ー
ン
」
の
注
釈
書
の
説
明

と
か
、
あ
る
い
は
歴
史
書
で
も
語
ら
れ
、
神
秘
家
的
な
、
普
通

の
人
に
は
分
か
ら
な
い
真
実
を
知
っ
て
い
る
人
物
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
、
こ
の
ハ
デ
ィ
ル

と
比
べ
ら
れ
る
よ
う
な
ブ
ッ
タ
は
、
や
は
り
普
通
の
人
に
は
分

か
ら
な
い
特
別
な
知
識
や
能
力
を
も
つ
人
間
で
あ
る
、
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
意
味
で
ブ
ッ
ダ
は
イ
ス
ラ
ー
ム
の
聖

者
と
比
較
で
き
る
よ
う
な
人
物
で
あ
る
と
、
き
わ
め
て
肯
定
的

な
判
断
を
さ
れ
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

仏
教
寺
院
を
訪
ね
れ
ば
、
そ
こ
に
は
仏
像
が
安
置
さ
れ
て
い

ま
す
。
シ
ャ
フ
ラ
ス
タ
ー
ニ
ー
が
記
し
て
い
る
よ
う
な
観
点
で

仏
教
を
考
え
る
こ
と
の
で
き
る
ム
ス
リ
ム
も
い
る
で
し
ょ
う
し
、

仏
像
を
見
て
、
こ
れ
は
ム
ハ
ン
マ
ド
が
カ
ー
バ
正
殿
か
ら
排
除

し
た
偶
像
と
同
じ
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
人
も
い
る
で
し
ょ

う
。
数
年
前
イ
ラ
ン
か
ら
来
た
ム
ス
リ
ム
の
イ
ス
ラ
ー
ム
研
究

者
数
人
と
鎌
倉
の
お
寺
を
参
観
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
何
体

も
仏
像
が
ま
つ
ら
れ
て
い
る
本
堂
で
、
た
く
さ
ん
の
参
拝
客
に

混
じ
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
あ
る
方
は
う
つ
む
き
加
減
に
仏
像

の
前
を
通
り
過
ぎ
て
い
ま
し
た
し
、
あ
る
方
は
ま
わ
り
の
日
本

人
の
参
拝
客
の
ま
ね
を
し
て
手
を
合
わ
せ
て
頭
を
下
げ
る
よ
う



45

「東洋学術研究」第53巻第２号

イスラームと仏教

な
仕
草
を
し
て
い
ま
し
た
。
ム
ス
リ
ム
で
あ
る
と
い
っ
て
も
ひ

と
り
ひ
と
り
は
異
な
る
考
え
方
、
感
じ
方
を
し
ま
す
。
日
本
人

だ
か
ら
と
い
っ
て
皆
同
じ
考
え
方
を
す
る
、
と
は
誰
も
思
わ
な

い
の
と
同
じ
で
す
。
ク
ル
ア
ー
ン
の
中
に
明
確
に
な
ん
ら
か
の

判
断
が
含
ま
れ
て
い
れ
ば
、
話
は
大
分
違
う
と
思
い
ま
す
が
、

仏
教
と
い
う
宗
教
を
ど
う
考
え
る
か
に
つ
い
て
は
明
確
な
判
断

を
示
す
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
な
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
根

拠
に
基
づ
い
て
、
仏
教
を
ど
う
判
定
す
る
か
考
え
て
い
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
観
点
で
は
、
仏
教
の
位
置
づ
け
は

ま
だ
は
っ
き
り
定
ま
っ
て
は
い
な
い
と
言
っ
て
い
い
よ
う
に
思

い
ま
す
。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
は
ど
の
よ
う
な
立
場
を
も
支
持
で
き
る
よ
う
な

柔
軟
性
を
備
え
て
い
ま
す
か
ら
、
イ
ス
ラ
ー
ム
以
外
の
宗
教
は

す
べ
て
邪
教
で
あ
り
、
排
除
す
べ
き
と
い
う
立
場
も
可
能
で
し
ょ

う
。
啓
典
の
民
と
い
う
考
え
方
を
備
え
て
い
る
こ
と
は
、
イ
ス

ラ
ー
ム
以
外
の
宗
教
を
容
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
預
言
者
在
世
中
に
接
点
が
な
か
っ
た
だ
け
で
仏
教
を

容
認
し
な
い
と
い
う
見
方
も
公
平
で
な
い
、
と
言
え
る
か
も
し

れ
ま
せ
んた
。
シ
ャ
フ
ラ
ス
タ
ー
ニ
ー
の
よ
う
に
ハ
デ
ィ
ル
が
示

唆
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
の
秘
教
的
側
面
と
仏
教
は
対
応
し
て
い
る

と
認
め
る
こ
と
も
ひ
と
つ
の
方
法
だ
と
思
い
ま
すち
。

　

仏
教
を
イ
ス
ラ
ー
ム
は
ど
う
見
る
の
か
、
は
こ
の
よ
う
に
、

あ
る
意
味
で
白
紙
の
状
態
だ
と
思
い
ま
す
。
今
後
ど
う
い
う
形

で
仏
教
徒
が
ム
ス
リ
ム
と
関
係
を
取
っ
て
い
く
か
、
そ
の
実
際

の
対
応
が
重
要
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
両
者
の
つ
き
合
い
の
中
で
、

相
互
の
強
い
信
頼
関
係
を
醸
成
す
る
こ
と
︵
こ
れ
は
個
々
の
宗
教

の
次
元
の
問
題
で
は
な
く
宗
教
者
個
々
人
の
問
題
で
、
宗
教
自
体
の
問

題
で
は
な
い
と
私
と
し
て
は
考
え
て
い
ま
す
︶
を
通
し
て
、
仏
教
は

偶
像
崇
拝
で
あ
る
と
い
う
方
向
に
相
手
の
理
解
が
向
か
わ
な
い

よ
う
に
努
め
る
こ
と
、
こ
れ
が
大
事
な
点
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
シ
ャ
フ
ラ
ス
タ
ー
ニ
ー
が
書
い
て
い
る
よ
う
な
仏
教
の

イ
メ
ー
ジ
を
更
に
広
げ
て
い
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
こ
れ
か
ら

の
関
係
に
も
い
い
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
は
あ
る
の
で
は
な
い

か
、
と
思
い
ま
す
。

４
　
仏
教
と
イ
ス
ラ
ー
ム
の
比
較
の
可
能
性

　

イ
ス
ラ
ー
ム
と
仏
教
と
を
比
較
す
る
、
こ
れ
は
言
葉
と
し
て

は
ひ
と
つ
で
す
が
、
こ
れ
が
含
む
内
容
は
多
岐
に
わ
た
る
と
思
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い
ま
す
。
ひ
と
つ
は
宗
教
現
象
の
類
似
性
に
着
目
し
、
そ
の
類

似
点
と
相
違
点
と
を
考
察
し
、
両
者
そ
れ
ぞ
れ
の
本
性
や
特
徴

を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
の

真
理
性
に
は
踏
み
込
ま
ず
に
議
論
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。
こ

の
ひ
と
つ
の
例
と
し
て
、
最
近
私
が
書
い
た
「
マ
ハ
デ
ィ
ー
と

マ
イ
ト
レ
ー
ヤ
︵
弥
勒
仏
︶

─
イ
ス
ラ
ー
ム
と
仏
教
に
お
け
る

救
済
者

─
」
と
い
う
論
文つ
を
挙
げ
ま
す
。
イ
ス
ラ
ー
ム
、
特

に
シ
ー
ア
派
で
は
た
い
へ
ん
重
要
な
教
義
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、

世
界
が
終
末
を
迎
え
る
前
に
マ
ハ
デ
ィ
ー
︵
正
し
く
導
か
れ
た
者
、

の
意
︶
と
呼
ば
れ
る
救
済
者
が
こ
の
世
に
現
れ
て
、
虐
げ
ら
れ
て

い
た
シ
ー
ア
派
の
人
た
ち
に
正
義
と
公
正
を
も
た
ら
す
と
い
う

救
世
主
の
再
臨
を
待
望
す
る
信
仰
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

イ
ス
ラ
ー
ム
の
観
念
と
、
弥
勒
仏
が
こ
の
世
で
救
い
切
れ
な
か

っ
た
人
を
再
び
兜
率
天
か
ら
降
り
て
来
て
救
済
す
る
と
い
う
仏

教
の
弥
勒
下
生
の
教
説
を
、
比
較
対
照
し
て
み
た
も
の
で
す
。

と
も
に
救
済
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
が
、
マ
ハ
デ
ィ
ー
は
抑
圧

さ
れ
て
い
た
人
々
を
救
う
た
め
に
武
力
を
用
い
て
排
除
す
る
こ

と
を
い
い
ま
す
が
、
弥
勒
の
教
説
に
は
ま
っ
た
く
そ
の
よ
う
な

面
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
弥
勒
下
生
が
革
命
の
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
と
し
て
使
わ
れ
た
事
例
も
あ
り
、
そ
の
場
合
は
マ
ハ

デ
ィ
ー
の
活
動
と
重
な
っ
て
く
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
考

え
て
み
ま
し
た
。

　

こ
の
論
文
は
そ
の
前
に
イ
ラ
ン
の
学
会
で
口
頭
発
表
し
た
研

究
を
書
き
直
し
た
も
の
で
す
が
、
発
表
時
に
コ
メ
ン
ト
を
受
け
、

最
近
は
マ
ハ
デ
ィ
ー
の
そ
う
い
う
面
は
重
視
し
な
い
の
だ
、
と

言
わ
れ
ま
し
た
。
マ
ハ
デ
ィ
ー
が
武
力
を
用
い
て
正
義
を
実
現

す
る
こ
と
は
、
中
世
の
テ
キ
ス
ト
で
は
重
要
な
問
題
に
な
っ
て

い
る
の
で
す
が
、
現
在
の
イ
ラ
ン
の
体
制
は
こ
の
マ
ハ
デ
ィ
ー

再
臨
を
既
に
先
取
り
し
て
い
る
の
で
、
武
力
を
用
い
る
必
要
は

な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
過
去
の
思
想

の
研
究
を
し
て
い
た
つ
も
り
が
、
現
代
の
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

に
直
結
す
る
こ
と
に
な
り
、
イ
ス
ラ
ー
ム
は
現
在
も
生
き
た
宗

教
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
感
じ
た
次
第
で
し
た
。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
を
含
め
て
世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
哲
学
思
想
を
比

較
対
照
す
る
思
索
を
進
め
た
学
者
に
井
筒
俊
彦て
が
い
ま
す
。
彼

は
自
ら
の
思
索
を
「
東
洋
哲
学
」
と
名
づ
け
、
そ
の
な
か
で
イ

ス
ラ
ー
ム
の
思
想
は
重
要
な
一
角
を
占
め
て
い
ま
す
。
彼
は
単

純
に
「
何
々
と
何
々
を
比
較
す
る
」
と
い
う
よ
う
な
立
場
を
取
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る
こ
と
は
な
く
、
主
著
の
ひ
と
つ
にSufism

 and Taoism
 - A 

C
om

parative Study of K
ey Philosophical C

oncepts 

︵『
ス
ー

フ
ィ
ズ
ム
と
道
教
：
鍵
と
な
る
哲
学
的
概
念
の
比
較
研
究
』︶︵
英
語
新

版 

岩
波
書
店 

一
九
八
三
年
︶
と
名
付
け
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
で
は

イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
思
想
の
代
表
者
と
も
い
え
る
イ
ブ
ン
・
ア
ラ

ビ
ー
の
テ
キ
ス
ト
と
老
子
・
荘
子
の
テ
キ
ス
ト
と
を
同
一
の
手

法
で
独
立
に
分
析
し
、
最
終
段
階
で
そ
れ
ぞ
れ
の
結
果
を
対
照

す
る
、
と
い
う
も
の
で
す
。

　

伝
統
的
宗
教
や
哲
学
の
な
か
に
は
、
根
源
的
実
在
と
と
り
あ

え
ず
呼
べ
る
よ
う
な
も
の
に
裏
打
ち
さ
れ
る
形
で
現
実
の
世
界

が
顕
れ
て
お
り
、
そ
の
限
り
で
す
べ
て
の
存
在
者
は
根
源
的
な

実
在
と
の
一
性
が
あ
る
、
と
い
う
直
観
的
洞
察
が
基
盤
と
な
っ

て
い
る
も
の
が
多
い
。
東
洋
と
呼
ば
れ
る
世
界
に
こ
の
タ
イ
プ

の
思
索
が
顕
著
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
井
筒
は
「
東
洋
哲
学
」
と

い
う
名
称
を
付
し
、
こ
の
根
源
的
実
在
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
、

ど
の
よ
う
に
切
り
分
け
て
世
界
を
説
明
す
る
か
、
に
個
々
の
伝

統
に
よ
っ
て
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
る
と
し
、
個
々
の
宗
教

聖
典
で
あ
っ
た
り
哲
学
者
の
残
し
た
テ
キ
ス
ト
か
ら
、
こ
の
実

在
の
切
り
分
け
方
、
こ
れ
が
個
別
的
な
形
而
上
学
と
な
る
の
で

す
が
、
そ
の
切
り
分
け
方
を
抽
出
し
、
こ
の
作
業
を
あ
ら
ゆ
る

哲
学
的
伝
統
に
対
し
行
う
こ
と
で
、
ひ
と
つ
の
メ
タ
哲
学
を
構

想
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
大
き
な
哲
学
的

枠
組
の
な
か
で
、
彼
は
仏
教
の
中
で
は
、『
大
乗
起
信
論
』
や
華

厳
、
禅
の
思
想
な
ど
を
論
じ
て
い
ま
す
。
井
筒
俊
彦
に
は
、
仏

教
や
イ
ス
ラ
ー
ム
に
つ
い
て
の
優
れ
た
研
究
が
あ
り
ま
す
が
、

仏
教
と
イ
ス
ラ
ー
ム
と
を
向
か
い
合
わ
せ
て
考
え
る
と
い
う
も

の
で
は
な
く
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
哲
学
伝
統
の
形
而
上
学
的
骨

組
み
を
取
り
出
す
、
よ
り
大
き
な
枠
組
の
思
索
に
向
け
た
ひ
と

つ
の
作
業
で
あ
る
と
言
え
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
の
観
点
か
ら
言
え
ば
、
イ
ス
ラ
ー
ム
は
最
終
最

高
の
宗
教
で
す
か
ら
、
そ
れ
と
比
較
で
き
る
よ
う
な
も
の
は
な

い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
批
判
の
対
象
と
し
て
、
あ
る
い
は
知
識

と
し
て
イ
ス
ラ
ー
ム
以
外
の
宗
教
を
知
る
こ
と
も
悪
い
こ
と
で

は
な
い
の
で
、
そ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
は
著
作
も
あ
り
ま
す
。

先
ほ
ど
紹
介
し
た
シ
ャ
フ
ラ
ス
タ
ー
ニ
ー
の
も
の
も
基
本
的
に

は
こ
の
部
類
に
入
り
ま
す
。
自
己
の
立
場
に
基
づ
い
て
他
の
宗

教
・
宗
派
を
論
ず
る
著
作
は
イ
ス
ラ
ー
ム
以
外
に
あ
っ
て
も
事

例
は
多
い
で
し
ょ
う
。
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こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
一
歩
踏
み
だ
し
、
そ
の
宗
教
の
当
事

者
が
自
ら
の
宗
教
の
あ
り
方
と
他
の
宗
教
の
な
ん
ら
か
の
あ
り

方
が
共
通
し
て
お
り
、
あ
る
種
の
類
似
性
が
見
ら
れ
る
と
し
て
、

ふ
た
つ
の
宗
教
を
考
え
て
い
こ
う
と
い
う
試
み
も
生
ま
れ
て
い

ま
す
。
自
ら
の
宗
教
の
普
遍
性
を
確
認
す
る
と
い
う
意
味
を
も

つ
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
一
例
と

し
て
狐
野
利
久
『
イ
ス
ラ
ー
ム
の
こ
こ
ろ　

真
宗
の
こ
こ
ろ
』

︵
法
蔵
館 

二
〇
〇
四
年
︶
と
い
う
本
が
あ
り
ま
す
。
著
者
は
大
学
で

英
語
を
教
え
る
と
と
も
に
浄
土
真
宗
の
お
寺
の
方
で
も
あ
り
ま

す
。
イ
ギ
リ
ス
に
留
学
し
た
と
き
の
下
宿
先
が
ム
ス
リ
ム
の
家

庭
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
イ
ス
ラ
ー
ム
に
触
れ
、
イ
ス
ラ
ー

ム
で
言
う
神
へ
の
服
従
、
帰
依
、
そ
う
い
う
神
に
対
す
る
人
間

の
対
応
の
あ
り
方
が
、
真
宗
の
人
た
ち
が
阿
弥
陀
仏
に
対
し
て

も
つ
帰
依
の
感
情
、
帰
依
の
感
覚
と
い
う
も
の
と
極
め
て
近
い

と
感
じ
、
そ
れ
以
来
、
イ
ス
ラ
ー
ム
に
興
味
を
も
ち
続
け
て
い

る
と
の
こ
と
で
す
。「
ク
ル
ア
ー
ン
」
の
言
葉
と
、
阿
弥
陀
仏
に

対
す
る
真
宗
の
考
え
方
を
対
比
す
る
よ
う
な
議
論
を
し
て
お
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
の
基
本
的
な
態
度
と
で
も
い
う
も
の
を
適
確

に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
し
た
。

　

こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
角
度
で
あ
り
な
が
ら
、
イ
ス
ラ
ー
ム
側

か
ら
仏
教
を
見
よ
う
と
い
う
研
究
が
出
て
き
て
い
ま
す
。
イ
ス

ラ
ー
ム
の
側
か
ら
仏
教
を
融
和
的
に
見
よ
う
と
い
う
ア
プ
ロ
ー

チ
を
と
っ
て
い
ま
す
。R

eza Shah K
azem

i, C
om

m
on G

round 

betw
een Islam

 and Buddhism
, Louisville, 2010

︵『
イ
ス
ラ
ー
ム

と
仏
教
と
の
間
の
共
通
基
盤
』︶
と
い
う
本
で
す
。
著
者
は
欧
米
で

活
動
し
て
い
る
イ
ラ
ン
系
知
識
人
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
が
、

教
義
の
問
題
は
さ
て
お
き
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
神
秘
主
義
的
な
思

想
と
い
う
の
が
仏
教
の
思
想
に
大
体
対
応
し
て
い
る
、
と
い
う

立
場
を
と
っ
て
い
ま
す
。
イ
ス
ラ
ー
ム
の
神
秘
家
、
神
秘
主
義

的
思
想
家
の
さ
ま
ざ
ま
な
言
葉
を
引
き
、
ま
た
仏
教
文
献
か
ら

は
、
真
宗
が
あ
っ
た
り
、
禅
宗
が
あ
っ
た
り
、
更
に
は
チ
ベ
ッ

ト
仏
教
が
あ
っ
た
り
と
、
多
様
な
背
景
か
ら
自
由
に
言
葉
を
引

い
て
、
イ
ス
ラ
ー
ム
と
仏
教
と
に
共
通
に
見
ら
れ
る
精
神
性
を

考
え
よ
う
と
し
ま
す
。

　

我
々
が
仏
教
を
考
え
る
場
合
、
ど
う
し
て
も
日
本
で
展
開
し

て
き
た
仏
教
の
枠
の
中
で
し
か
仏
教
を
見
な
い
傾
向
が
あ
り
ま

す
が
、
東
南
ア
ジ
ア
の
上
座
部
仏
教
や
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
な
ど
と

い
う
形
で
、
ア
ジ
ア
の
異
な
る
地
域
に
展
開
し
た
仏
教
は
そ
れ
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自
体
多
様
な
姿
を
現
出
し
て
い
ま
す
。
イ
ス
ラ
ー
ム
の
側
か
ら

見
る
と
、
そ
れ
ら
す
べ
て
が
ひ
と
つ
の
仏
教
の
伝
統
と
し
て
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
我
々
の
目
に
は
、
あ
ま
り
に
雑
多
な
も

の
を
ひ
と
つ
に
ま
と
め
す
ぎ
て
い
る
よ
う
な
印
象
が
残
り
ま
す

が
、
む
し
ろ
外
側
か
ら
仏
教
を
見
た
場
合
、
こ
の
ほ
う
が
一
般

的
だ
と
も
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
的
背

景
の
十
分
な
考
慮
な
し
に
比
較
、
対
照
す
る
の
は
や
や
乱
暴
な

印
象
を
残
し
ま
す
が
、
こ
の
本
の
重
要
な
点
は
ム
ス
リ
ム
知
識

人
が
仏
教
と
い
う
異
な
る
宗
教
伝
統
を
真
摯
に
探
求
し
、
イ
ス

ラ
ー
ム
の
伝
統
に
も
見
出
さ
れ
る
共
通
の
尺
度
で
評
価
し
よ
う

と
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
別
の
言
い
方
を
す
れ

ば
、
イ
ス
ラ
ー
ム
か
ら
肯
定
的
に
評
価
で
き
る
仏
教
と
は
こ
う

い
う
も
の
だ
、
と
い
う
提
示
を
し
て
い
る
、
と
も
言
え
る
で
し
ょ

う
。
仏
教
が
イ
ス
ラ
ー
ム
を
鏡
に
自
ら
の
姿
を
映
す
と
こ
う
見

え
る
、
と
い
う
例
で
あ
る
と
も
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
少

な
く
と
も
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の
な
か
に
は
こ

の
よ
う
な
立
場
も
あ
る
、
と
知
る
だ
け
で
も
イ
ス
ラ
ー
ム
理
解

に
資
す
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
っ
て
い
ま
す
。

　

仏
教
と
イ
ス
ラ
ー
ム
の
比
較
研
究
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
事

例
を
紹
介
し
な
が
ら
考
え
て
み
ま
し
た
。
仏
教
は
八
万
四
千
の

法
門
が
あ
る
と
い
う
よ
う
に
非
常
に
幅
が
広
く
奥
行
き
も
あ
り

ま
す
。
ま
た
、イ
ス
ラ
ー
ム
も
一
見
単
純
な
宗
教
に
見
え
ま
す
が
、

そ
の
内
部
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
潮
流
が
複
雑
に
流
れ
て
い
ま

す
。
で
す
か
ら
、
そ
の
中
の
ど
れ
と
ど
れ
を
選
ん
で
比
較
・
対

照
さ
せ
る
か
に
よ
っ
て
、
引
き
出
さ
れ
る
結
果
も
当
然
違
っ
て

き
ま
す
。

　

そ
の
意
味
で
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
何
か
と
仏
教
の
何
か
を
比
較

す
る
と
き
に
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
そ
れ
が
イ
ス
ラ
ー
ム
の
中
で

ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
て
い
る
の
か
を
明
確
に
し
、
そ
の
上

で
、
仏
教
の
中
の
何
か
、
そ
れ
が
仏
教
の
中
で
は
ど
う
い
う
位

置
に
あ
る
の
か
を
知
っ
た
上
で
比
較
・
対
照
し
て
い
く
こ
と
が

最
低
限
必
要
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
面
倒
な
こ
と
も
あ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
う
い
う
作
業
を
地
道
に
行
っ
て
い
く
こ
と

が
、
将
来
的
に
仏
教
と
イ
ス
ラ
ー
ム
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
ま
た
正
確
な
知
識
に
基
づ
く
相
互
の
理

解
に
進
む
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

雑
ぱ
く
な
話
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
で
終
わ
ら

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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注︵
１
︶
本
稿
の
主
題
と
関
わ
り
を
も
つ
筆
者
の
論
考
に
以
下
の
も
の
が

あ
る
。「
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
け
る
他
宗
教
の
理
解
︱
イ
ブ
ン
・

ハ
ズ
ム
の
創
世
記
批
判
︱
」『
宗
教
と
寛
容
︱
異
宗
教
・
文
化

の
対
話
に
向
け
て
︱
』
竹
内
整
一
・
月
本
昭
男
編
、
大
明
堂
、

一
九
九
三
年
、
二
二
〇
–二
三
八
頁
。「
イ
ス
ラ
ー
ム
の
知
と
宗

教
間
対
話
の
意
味
」『
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
の
宗
教
間
対
話
』
星

川
啓
慈
・
山
梨
有
希
子
編
、
大
正
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
四
年
、

四
九
–八
二
頁
。「
イ
ブ
ン
・
ハ
ズ
ム
と
ユ
ダ
ヤ
教
」『
Ｃ
Ｉ
Ｓ

Ｍ
Ｏ
Ｒ
ユ
ダ
ヤ
学
会
議
第
二
回 

ユ
ダ
ヤ
学
の
多
様
性
：
取
り
巻

く
異
文
化
と
の
対
話 2006  D

ecem
ber 9

』
第
二
巻
︵
二
〇
〇
七

年
︶、
六
一
–七
〇
頁
、
同
志
社
大
学
一
神
教
学
際
研
究
セ
ン

タ
ー
。

︵
２
︶
ハ
デ
ィ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
鎌
田
繁
「
新
イ
ス
ラ
ー
ム
講
座
２　

ハ
デ
ィ
ー
ス
」『
イ
ス
ラ
ム
世
界
』
第
三
九
／
四
〇
号
︵
一
九

九
三
年
三
月
︶、
九
五
–一
一
〇
頁
参
照
。

︵
３
︶
ム
ス
リ
ム
編
／
磯
崎
定
基
・
飯
盛
嘉
助
・
小
笠
原
良
治
訳
『
日

訳
サ
ヒ
ー
フ
・
ム
ス
リ
ム
︿
預
言
者
正
伝
集
﹀』
全
三
巻
、
日

本
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
協
会
、
一
九
八
七
～
八
九
年
、
お
よ
び

ブ
ハ
ー
リ
ー
編
／
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
︵
中
央
公
論
新
社
︶、
二
〇

〇
一
年
。

︵
４
︶A

bū al-W
alīd Ibn R

ushd, Faṣl al-m
aqāl fīm

ā bayn al-ḥikm
a 

w
a-ʼl-sharīʻa m

in al-ittiṣāl, Ed. by M
uḥam

m
ad ʻIm

āra, al-
Q

āhira, 1983, p.22/ Averroes, O
n the H

arm
ony of Religion 

and Philosophy, Tr. by G
eorge F. H

ourani, London, 1976, 
p.45.

︵
５
︶『
日
亜
対
訳
注
解 

聖
ク
ル
ア
ー
ン
』
日
本
ム
ス
リ
ム
協
会
、
二

〇
〇
四
年
の
訳
文
に
よ
る
。
以
下
ク
ル
ア
ー
ン
の
引
用
は
す
べ

て
こ
れ
に
よ
る
が
、「
ア
ッ
ラ
ー
」
は
「
神
」
と
置
き
換
え
た
。

な
お
、［　

］
内
は
引
用
者
の
注
記
。

︵
６
︶
イ
ス
ラ
ー
ム
が
ど
の
よ
う
な
宗
教
で
あ
る
か
を
端
的
に
語
る
ク

ル
ア
ー
ン
の
言
葉
と
し
て
、「
ク
ル
ア
ー
ン
」
二
章
一
七
七
節

参
照
。

︵
７
︶
伝
統
的
な
ク
ル
ア
ー
ン
学
の
概
論
書
で
、
ク
ル
ア
ー
ン
の
な
か

で
「
啓
典
の
民
よ
︵yā ahl al-kitāb

︶」
と
呼
び
か
け
て
い
る
と

き
、
そ
の
「
啓
典
の
民
」
に
信
仰
者
︵m

uʼ m
in =

ム
ス
リ
ム
︶

は
含
ま
れ
る
か
、
と
い
う
問
題
が
出
さ
れ
、
そ
の
正
し
い
答
え

は
、
含
ま
れ
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。Jalāl 

al-D
īn al-Suyūṭī, al-Itqān fi ʻulūm

 al-Q
urʼān, al-Q

āhira, n.d., 
Vol.3, p.51.

︵
８
︶
井
筒
俊
彦
︵
牧
野
信
也
訳
︶『
意
味
の
構
造
』︵
井
筒
俊
彦
著
作

集
４
︶
中
央
公
論
社
、
一
九
九
二
年
、
一
四
三
–一
九
五
頁
参
照
。

︵
９
︶M

uḥam
m

ad al-Tahānaw
ī, K

itāb K
ashshāf iṣṭilāḥāt al-funūn, 

C
alcutta,1862, Vol.2, p.1252

に
引
か
れ
て
い
る
ジ
ュ
ル
ジ
ャ
ー

ニ
ー
の
見
解
。
こ
れ
は
以
下
の
記
述
に
基
づ
く
。al-Sayyid al-

Sharīf ʻA
lī al-Jurjānī, Sharḥ al-M

aw
āqif li-l-Q

āḍī ʻA
ḍud al-

D
īn ʻA

bd al-R
aḥm

ān al-Ījī, B
ayrūt, 1419A

H
/1998C

E, Vol.8, 
p.363.

︵
10
︶
初
期
の
ス
ー
フ
ィ
ー
た
ち
に
イ
ン
ド
の
影
響
を
見
る
見
解
は
十
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九
世
紀
以
来
古
く
か
ら
あ
り
、
例
え
ば
、M

ax H
orten, In-

dische Ström
ungen in der islam

ischen M
ystik, Teil I &

II, 
H

eidelberg, 1927-28

、
ま
たR

. C
. Zaehner, H

indu and M
us-

lim
 M

ysticism
, London, 1960

な
ど
。
な
お
、A

. Schim
m

el, 
M

ystical D
im

ensions of Islam
, C

hapel H
ill, 1975, p.11

参
照
。

時
代
は
下
る
が
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
ス
ー
フ
ィ
ー
の
姿
に
つ
い

て
の
簡
潔
な
描
写
が
以
下
に
あ
る
。
テ
ィ
エ
リ
ー
・
ザ
ル
コ
ン

ヌ
『
ス
ー
フ
ィ
ー
：
イ
ス
ラ
ー
ム
の
神
秘
主
義
者
た
ち
』
創
元

社
、
二
〇
一
一
年
、
八
六
–九
一
頁
、
ま
た
イ
ン
ド
に
強
い
関

心
を
も
っ
て
『
イ
ン
ド
誌
』
を
著
し
た
ム
ス
リ
ム
知
識
人
に

ビ
ー
ル
ー
ニ
ー
︵
一
〇
五
〇
年
以
後
没
︶
が
い
る
が
、イ
ス
ラ
ー

ム
と
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
思
想
に
ま
た
が
る
知
的
営
為
に
つ
い
て
多
く

の
論
考
を
発
表
し
て
い
る
榊
和
良
に
「
ア
ル
・
ビ
ー
ル
ー
ニ
ー

の
見
た
イ
ン
ド
人
の
輪
廻
観
」『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
五

六
巻
第
二
号
︵
二
〇
〇
八
︶
七
八
七
–七
八
二
頁
︵
二
五
〇
–二

五
五
頁
︶
が
あ
る
。

︵
11
︶Shahrastānī, K

itāb al-M
ilal w

a al-niḥal, Ed. by M
uḥam

m
ad 

Sayyid K
īlānī, B

ayrūt, n.d., Vol.2, pp.252-253; Shahrastani, 
Livre des religions et des sectes, Tr. by D

. G
im

aret et G
. 

M
onnot, 2 vols., [Leuven] Peeters, c1986

に
詳
細
な
注
と
と

も
に
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。

︵
12
︶budd

︵
複
数
形badada

︶
は
偶
像
の
意
味
で
も
用
い
ら
れ
る
が
、

こ
こ
の
文
脈
で
は
そ
の
よ
う
な
否
定
的
意
味
合
い
は
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

︵
13
︶
考
え
ら
れ
な
い
程
の
多
数
を
示
す
比
喩
に
「
ガ
ン
ジ
ス
川
の
砂

の
数
︵
恒
河
沙
︶」
と
い
う
表
現
が
あ
る
が
、
こ
れ
が
不
正
確

に
伝
わ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。

︵
14
︶「
我
々
が
先
に
述
べ
た
よ
う
に
」と
あ
る
が
、フ
ラ
ン
ス
語
訳
者

に
よ
れ
ば
該
当
箇
所
は
な
く
、
シ
ャ
フ
ラ
ス
タ
ー
ニ
ー
が
用
い

た
資
料
の
表
現
が
そ
の
ま
ま
残
っ
て
し
ま
っ
た
可
能
性
も
あ
る

と
い
う
。Shahrastani, Livre des religions et des sectes Vol.2, 

p.533, n.29

参
照
。

︵
15
︶
ハ
デ
ィ
ル
︵
ま
た
は
ヒ
ド
ル
︶
の
物
語
は
ク
ル
ア
ー
ン
一
八
章

六
五
–八
二
節
参
照
。

︵
16
︶
マ
レ
ー
シ
ア
在
住
の
現
代
の
イ
ス
ラ
ー
ム
法
学
者
ム
ハ
ン
マ

ド
・
カ
マ
ー
リ
ー
は
仏
教
徒
も
「
啓
典
の
民
」
に
含
ま
れ
る
、

と
論
じ
て
い
る
。Preface by M

oham
m

ad H
ashim

 K
am

ali, in 
R

eza Shah K
azem

i, op. cit., pp.xix-xxi.

︵
17
︶
以
下
の
本
論
文
第
四
節
参
照
。

︵
18
︶
鎌
田
繁
「
マ
ハ
デ
ィ
ー
と
マ
イ
ト
レ
ー
ヤ
︵
弥
勒
仏
︶
︱
イ
ス

ラ
ー
ム
と
仏
教
に
お
け
る
救
済
者
︱
」『
一
神
教
学
際
研
究
』

第
八
号
︵
二
〇
一
三
年
︶、
六
三
–七
九
頁
。

︵
19
︶
彼
の
代
表
的
著
作
と
し
て
『
意
識
と
本
質
︱
精
神
的
東
洋
を
索

め
て
』
岩
波
文
庫
、
一
九
九
一
年
が
あ
る
。
ま
た
若
松
英
輔
『
井

筒
俊
彦 

叡
智
の
哲
学
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一

年
参
照
。

︵
か
ま
だ　

し
げ
る
／
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
教
授
︶

※
２
０
１
４
年
７
月
22
日
に
行
わ
れ
ま
し
た
。


