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「
フ
ァ
ナ
ー
」
の
観
点
か
ら
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
を
見
直
す

東
長　

靖

 　

※
本
稿
は
２
０
１
５
年
12
月
８
日
、
東
洋
哲
学
研
究
所
の
研
究

員
・
委
嘱
研
究
員
を
対
象
に
行
わ
れ
た
「
イ
ス
ラ
ー
ム
・
レ
ク

チ
ャ
ー
」
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
。

１　

は
じ
め
に

　

今
回
は
「
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
の
諸
相
」
に
つ
い
て
、「
フ
ァ
ナ
ー

︵
消
滅
︶」
と
い
う
自
我
の
消
滅
な
ど
の
神
秘
体
験
を
さ
す
概
念
を

手
が
か
り
に
、
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

全
体
の
目
的
で
す
が
、
ま
ず
「
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
に
お
け
る
フ
ァ

ナ
ー
説
の
変
遷
を
検
証
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
一
般
に
イ

ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
と
呼
ば
れ
る
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
の
中
で
「
フ
ァ

ナ
ー
」
す
な
わ
ち
「
消
滅
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
ど
ん
な

説
が
出
さ
れ
て
き
た
の
か
を
跡
づ
け
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
そ
れ

を
元
に
し
て
「
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
と
は
何
な
の
か
」
と
い
う
こ
と

を
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
と
い
う
と
、
旋
回
舞
踊

─
日
本
で
は
ク
ル

ク
ル
ダ
ン
ス
な
ど
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
正
確
に

は
セ
マ
ー
︵sem

ā
︶
と
い
う
儀
礼
で
す

─
ば
か
り
が
ク
ロ
ー
ズ

ア
ッ
プ
さ
れ
ま
す
が
、
あ
れ
は
ト
ル
コ
を
中
心
に
し
た
メ
ヴ
レ



230

ヴ
ィ
ー
教
団
に
独
特
の
修
行
で
、
他
の
教
団
で
は
や
り
ま
せ
ん
。

　

で
は
、
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
の
定
義
は
何
か
と
な
る
と
、
こ
れ
は

大
変
に
難
し
い
の
で
す
が
、
私
は
「
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
を
３
つ
の

要
素
で
考
え
よ
う
」
と
主
張
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
神
秘
体

験
に
根
差
し
た
「
神
秘
主
義
」、
日
常
的
倫
理
を
説
く
「
道
徳
」、

聖
者
信
仰
な
ど
の
「
民
間
信
仰
」。
こ
の
３
極
構
造
︵
図
１
︶
を

考
え
る
と
、
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
が
理
解
し
や
す
い
の
で
は
な
い
か

と
い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
の
う
ち
、
き
ょ

う
は
民
間
信
仰
に
あ

ま
り
深
く
入
る
つ
も

り
は
な
く
、「
神
秘

主
義
」
と
「
道
徳
」、

そ
の
間
の
関
係
に
焦

点
を
絞
っ
て
お
話
を

さ
せ
て
い
た
だ
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

　

構
成
と
し
て
は
、

ま
ず
「
古
典
期
に
お

け
る
フ
ァ
ナ
ー
説
の
確
立
」
に
つ
い
て
、
お
話
し
し
ま
す
。
古

典
期
と
い
う
の
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
生
ま
れ
た
７
世
紀
か
ら
12

世
紀
ぐ
ら
い
ま
で
で
す
。
こ
れ
に
続
く
「
中
世
」
は
、
イ
ス
ラ
ー

ム
思
想
史
と
し
て
は
大
体
17
世
紀
ぐ
ら
い
ま
で
で
す
。
こ
の
中

世
に
お
い
て
、
一
方
で
は
神
秘
主
義
が
非
常
に
哲
学
化
し
て
い

き
ま
す
。
こ
の
こ
と
が
、
ふ
た
つ
目
の
ト
ピ
ッ
ク
で
す
。
他
方
、

こ
の
よ
う
に
哲
学
化
し
て
い
く
宗
教
の
あ
り
方
を
激
し
く
非
難

し
た
人
た
ち
が
い
ま
し
た
。
そ
の
流
れ
が
、
い
ま
の
い
わ
ゆ
る

「
イ
ス
ラ
ム
原
理
主
義
」
に
つ
な
が
っ
て
く
る
わ
け
で
す
が
、
こ

う
い
う
立
場
か
ら
の
非
難
に
つ
い
て
最
後
に
お
話
し
し
た
い
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。

２　

古
典
期
に
お
け
る
フ
ァ
ナ
ー
説
の
確
立

─

ク
シ
ャ
イ
リ
ー
を
事
例
に

２
・
１　

フ
ァ
ナ
ー
と
は
何
か
？

　

ま
ず
、「
フ
ァ
ナ
ー
︵fanā ʾ

︶」
と
い
う
言
葉
で
す
。
ス
ー
フ
ィ

ズ
ム
に
は
重
要
な
概
念
が
幾
つ
も
あ
り
ま
す
が
、
お
そ
ら
く
そ

の
中
で
も
ト
ッ
プ
テ
ン
に
入
る
く
ら
い
、
よ
く
使
わ
れ
る
概
念

で
す
。
も
と
も
と
の
意
味
は
、
何
か
が
「
消
え
る
」
と
い
う
た

図 １　スーフィズムの ３極構造（東長靖『イスラーム
とスーフィズム』名古屋大学出版会、３4頁から転載）
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だ
そ
れ
だ
け
で
す
。

　

ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
の
概
念
と
し
て
使
う
場
合
に
は
、
基
本
的
な

最
初
の
「
消
滅
」
は
「
エ
ゴ
の
消
滅
」
で
す
。「
消
融
」
と
い
う

訳
語
を
当
て
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
エ
ゴ
が
消
滅
し
た

結
果
、
神
と
融
合
す
る
、
神
に
融
け
込
ん
で
い
く
と
い
っ
た
意

味
で
す
。

　
「
フ
ァ
ナ
ー
」
と
い
う
言
葉
は
、
常
に
「
バ
カ
ー
︵baqā ʾ

︶」
と

言
う
言
葉
と
対
に
し
て
用
い
ら
れ
ま
す
。
バ
カ
ー
の
ほ
う
は
何

か
が
「
残
っ
て
い
る
」
と
言
う
と
き
に
普
通
に
使
う
動
詞
か
ら

き
て
い
ま
す
。「
持
続
」「
残
存
」
な
ど
と
訳
せ
る
言
葉
で
す
。

つ
ま
り
、
自
分
の
中
か
ら
エ
ゴ
と
い
う
人
間
的
な
要
素
が
ど
ん

ど
ん
消
え
て
い
っ
て
、
真
空
に
な
っ
た
と
こ
ろ
に
神
が
入
っ
て

来
る
と
い
う
感
じ
で
す
。
神
的
な
も
の
が
入
っ
て
き
て
、
そ
れ

が
私
の
中
に
ど
っ
か
り
と
居
坐
っ
て
い
る
と
い
う
状
態
。
そ
れ

も
ず
っ
と
居
続
け
る
。
日
常
生
活
に
戻
っ
て
か
ら
も
、
な
お
か

つ
神
と
と
も
に
あ
る
か
の
よ
う
に
生
き
る
、
こ
う
い
う
状
態
・

境
地
を
「
バ
カ
ー
」
と
言
い
ま
す
。
こ
の
後
、「
持
続
」
と
い
う

言
葉
が
出
て
く
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
「
フ
ァ
ナ
ー
」

の
対
概
念
の
「
バ
カ
ー
」
を
指
し
て
い
ま
す
。

　

歴
史
的
に
言
え
ば
、
９
世
紀
ご
ろ
の
ハ
ッ
ラ
ー
ズ
︵A

bū  Saʻī d 

al-K
harrā z

︶
と
呼
ば
れ
る
人
が
こ
の
「
フ
ァ
ナ
ー
・
バ
カ
ー
説
」

説
を
初
め
て
唱
え
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
異
論
も
あ
り
ま
す
。

と
も
あ
れ
、９
世
紀
ご
ろ
に
は
、ま
だ
「
フ
ァ
ナ
ー
・
バ
カ
ー
説
」

は
一
意
的
に
確
立
し
て
は
お
ら
ず
、
論
者
ご
と
に
、
い
ろ
い
ろ

な
説
が
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

２
・
２　

ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
の
正
統
化

　

そ
れ
ら
を
ま
と
め
上
げ
た
の
が
、
10
世
紀
か
ら
12
世
紀
に
か

け
て
の
思
想
家
た
ち
で
、
次
の
６
人
ぐ
ら
い
が
代
表
的
な
人
た

ち
で
す
。

　

ホ
ラ
ー
サ
ー
ン
︵
北
東
イ
ラ
ン
︶
の
サ
ッ
ラ
ー
ジ
ュ
︵al-Sarrā j

︶、

ブ
ハ
ー
ラ
ー
︵
中
央
ア
ジ
ア
の
都
市
︶
の
カ
ラ
ー
バ
ー
ズ
ィ
ー
︵al-

K
alā bā dhī

︶、
イ
ラ
ク
の
ア
ブ
ー
・
タ
ー
リ
ブ
・
マ
ッ
キ
ー
︵al-

M
akkī

︶、
ホ
ラ
ー
サ
ー
ン
の
ク
シ
ャ
イ
リ
ー
︵al-Q

ushayrī

︶、
南

ア
ジ
ア
の
ガ
ズ
ナ
と
ラ
ホ
ー
ル
で
活
躍
し
た
フ
ジ
ュ
ウ
ィ
ー

リ
ー
︵al-H

ujw
ī rī

︶、
イ
ラ
ク
か
ら
イ
ラ
ン
に
か
け
て
活
躍
し
た

ア
ブ
ー
・
ハ
ー
ミ
ド
・
ガ
ザ
ー
リ
ー
︵A

bū  Ḥ
ā m

id al-G
hazā lī

︶
の

６
人
で
す
。
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彼
ら
は
、
そ
れ
ま
で
に
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
に
お
い
て
出
て
き
た

諸
理
論
を
整
合
性
が
あ
る
よ
う
に
ま
と
め
上
げ
、
マ
ニ
ュ
ア
ル

化
し
た
人
た
ち
で
す
。
バ
ラ
バ
ラ
の
、
時
と
し
て
相
反
す
る
よ

う
な
説
が
い
ろ
い
ろ
な
人
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
も

あ
っ
て
、
当
時
、
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
は
法
学
者
た
ち
か
ら
、
か
な

り
疑
い
を
も
っ
て
見
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
は
、

時
に
神
と
の
合
一
み
た
い
な
こ
と
を
言
い
出
す
わ
け
で
す
。
イ

ス
ラ
ー
ム
の
根
本
的
な
構
造
は
「
神
が
一
方
的
な
命
令
者
で
あ

り
、
人
間
は
そ
の
僕し

も
べ
で
あ
る
。
人
間
は
神
の
命
令
に
従
う
こ
と

に
よ
っ
て
の
み
救
わ
れ
る
の
だ
」
と
い
う
も
の
で
す
。
ス
ー
フ
ィ

ズ
ム
は
、
そ
れ
を
乱
す
か
の
よ
う
に
「
人
間
が
神
に
近
づ
い
て

い
っ
て
、
時
に
神
と
ひ
と
つ
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
言
う

わ
け
で
す
か
ら
、
非
常
に
激
し
く
批
判
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま

し
た
。

　

そ
こ
を
何
と
か
弁
護
し
て
、
そ
れ
ま
で
に
成
立
し
て
い
た
法

学
と
か
神
学
な
ど
の
学
問
と
も
「
ち
ゃ
ん
と
整
合
性
が
あ
る
理

論
な
ん
で
す
よ
」
と
一
生
懸
命
に
主
張
す
る
人
た
ち
が
、
10
世

紀
後
半
か
ら
12
世
紀
の
初
頭
ま
で
の
２
百
年
ぐ
ら
い
活
躍
す
る

わ
け
で
す
。

　

彼
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
古
典
的
な
「
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
理
論
書
」
を

書
き
ま
す
が
、
ど
の
本
で
も
「
フ
ァ
ナ
ー
・
バ
カ
ー
説
」
が
取

り
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

２
・
３　

ク
シ
ャ
イ
リ
ー
の
フ
ァ
ナ
ー
説

　

そ
の
中
の
ク
シ
ャ
イ
リ
ー
︵al-Q

ushayrī  

イ
ス
ラ
ー
ム
暦
４
６
５

／
西
暦
１
０
７
２
年
没
︶
と
い
う
人
を
例
に
、
お
話
し
し
た
い
と

思
い
ま
す
。

「
消
滅
」
の
３
段
階

　

彼
は
、
フ
ァ
ナ
ー
を
３
段
階
に
分
け
て
論
じ
ま
す
。

　

ま
ず
①
「
神
の
属
性
の
中
の
持
続
を
通
し
て
、
自
分
自
身
と

自
分
の
属
性
か
ら
消
滅
す
る
」
段
階
で
す
。

　

私
た
ち
の
エ
ゴ
と
か
欲
望
み
た
い
な
も
の
か
ら
逃
れ
る
の
が
、

こ
の
最
初
の
段
階
で
す
。
私
が
も
っ
て
い
る
悪
し
き
属
性
、
悪

い
こ
と
を
し
よ
う
と
考
え
る
気
持
ち
・
心
か
ら
逃
れ
な
け
れ
ば

い
け
な
い
、
そ
れ
を
消
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
そ
れ
は
ど
う

い
う
ふ
う
に
し
て
で
き
る
か
と
い
う
と
、
一
神
教
で
す
か
ら
、

当
然
、
神
の
助
け
を
借
り
な
け
れ
ば
で
き
な
い
。
そ
れ
で
も
、

神
の
本
質
に
簡
単
に
到
達
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
も
う
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ひ
と
つ
下
の
レ
ベ
ル
、
つ
ま
り
「
神
の
属
性
」
に
お
い
て
神
の

恩
寵
に
与
か
る
。
神
の
属
性
の
中
で
自
分
が
生
き
続
け
る
と
い

う
こ
と
を
通
し
て
、
自
分
自
身
の
エ
ゴ
か
ら
消
滅
す
る
。
逆
に

言
う
と
、
自
分
自
身
の
エ
ゴ
か
ら
消
滅
し
て
神
に
抱
か
れ
る
と

言
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
最
初
の
「
日
常
的

な
エ
ゴ
か
ら
の
消
滅
」
で
す
。

　

こ
こ
で
「
～
か
ら
の
消
滅
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
ま
す

が
、
こ
れ
は
「
フ
ァ
ナ
ー
・
ミ
ン
」
と
い
う
、
英
語
で
言
う
と

annihilation from

に
当
た
る
言
葉
を
直
訳
し
た
も
の
で
す
。「
エ

ゴ
と
い
う
状
態
か
ら
自
分
が
消
滅
す
る
」
と
い
う
言
い
方
を
し

て
い
ま
す
が
、
日
本
語
の
感
覚
か
ら
す
る
と
「
自
分
の
エ
ゴ
が

消
滅
す
る
」
と
お
考
え
い
た
だ
い
て
い
い
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま

す
。
こ
れ
が
最
初
の
段
階
で
す
。

　

次
に
出
て
く
る
の
が
、
②
「
神
の
属
性
の
中
の
持
続
か
ら
消

滅
す
る
」
と
い
う
段
階
で
す
。「
自
分
は
、
神
の
属
性
の
中
で
持

続
し
て
い
る
」
と
い
う
、
思
い
上
っ
た
心
を
消
さ
な
け
れ
ば
い

け
な
い
。
神
の
属
性
の
中
で
持
続
し
て
、
安
閑
と
し
て
「
あ
あ
、

私
は
救
わ
れ
た
な
」
と
思
っ
て
い
る
よ
う
で
は
ま
だ
だ
め
で
、

更
に
、
そ
う
い
う
意
識
そ
の
も
の
を
消
滅
す
る
の
で
す
。

　

し
か
も
、
こ
れ
で
も
ま
だ
十
分
で
は
な
く
て
、
③
「
自
分
自

身
が
消
滅
し
た
と
い
う
ビ
ジ
ョ
ン
か
ら
消
滅
す
る
」。
自
分
が
消

滅
し
た
、
つ
ま
り
、
エ
ゴ
が
本
当
に
な
く
な
っ
た
の
だ
と
思
っ

て
い
る
気
持
ち
は
ま
や
か
し
で
幻
影
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
の

気
持
ち
・
体
験
か
ら
す
ら
消
滅
し
て
、
も
う
ひ
と
つ
上
に
行
か

な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
言
い
ま
す
。

「
倫
理
的
／
霊
魂
論
的
理
論
」

　

も
う
少
し
具
体
的
に
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
一
番
目
の
初
歩
の

段
階
、「
自
分
自
身
と
自
分
の
属
性
か
ら
の
消
滅
」
と
い
う
と
こ

ろ
は
、
彼
の
文
章
の
ほ
か
の
箇
所
で
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
説
明

さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
あ
る
部
分
で
は
フ
ァ
ナ
ー
と
い
う

の
は
「
非
難
さ
れ
る
べ
き
属
性
か
ら
の
消
滅
」
と
あ
り
ま
す
。

自
分
の
も
っ
て
い
る
悪
い
属
性
、
悪
い
こ
と
を
す
る
自
分
と
い

う
性
質
が
な
く
な
る
こ
と
で
す
。
別
の
個
所
で
は
、「
悪
行
、
不

道
徳
、
悪
し
き
霊
的
状
態
か
ら
の
消
滅
」
と
書
い
て
い
ま
す
。

イ
ン
モ
ラ
ル
な
悪
い
行
い
、
そ
れ
か
ら
霊
の
状
態
が
心
理
的
に

悪
い
ほ
う
に
行
っ
て
い
る
、
そ
う
い
う
自
分
の
霊
的
、
心
理
的

な
状
態
を
な
く
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
の
で
す
。

　

こ
こ
で
は
、
非
難
さ
れ
る
べ
き
属
性
と
か
、
悪
い
行
い
と
か
、
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不
道
徳
と
か
、
悪
し
き
何
と
か
と
、
す
べ
て
否
定
的
な
表
現
が

つ
い
て
い
ま
す
が
、
こ
う
い
う
も
の
は
「
道
徳
的
」「
倫
理
的
」

に
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
と
同
時
に
「
霊
的
状
態
」
と

い
う
よ
う
な
言
葉
は
、
こ
の
理
論
が
霊
魂
論
の
一
部
で
あ
る
こ

と
を
示
し
て
い
ま
す
。
英
語
で
は
サ
イ
コ
ロ
ジ
ー
と
い
う
言
葉

で
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
「
心
理
学
」
と
訳
し
て
も
い
い
と

思
い
ま
す
が
、
古
い
時
代
の
神
秘
主
義
を
や
る
と
き
に
は
、
普

通
は
何
と
な
く
「
霊
魂
論
」
と
訳
し
て
い
ま
す
。
ス
ー
フ
ィ
ズ

ム
の
霊
魂
論
を
論
じ
る
際
に
、
例
え
ば
、
井
筒
俊
彦
先
生
な
ん

か
は
、
ユ
ン
グ
の
深
層
心
理
学
を
用
い
て
説
明
さ
れ
た
り
、
ユ

ン
グ
自
身
も
言
及
し
て
い
る
仏
教
の
阿あ

頼ら

耶や

識し
き

を
使
っ
て
論
じ

た
り
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
お
そ
ら
く
、
そ
こ
は
相
当
パ
ラ
レ
ル

な
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
で
も
、こ
こ
で
は
、

一
応
、「
心
理
学
的
」
と
は
言
わ
ず
に
「
霊
魂
論
的
」
と
伝
統
的

な
用
語
で
言
っ
て
お
き
ま
す
。

「
神
秘
体
験
に
基
づ
い
た
理
論
」

　

一
方
で
、
ク
シ
ャ
イ
リ
ー
は
、
こ
の
フ
ァ
ナ
ー
の
体
験
に
つ

い
て
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
書
い
て
い
ま
す
。︵
神
秘
主
義
だ
か
ら
皆
、

修
行
を
し
て
、
実
際
に
そ
う
い
う
体
験
を
す
る
わ
け
で
、
彼
も
文
字
を

読
ん
で
「
そ
う
な
の
か
」
と
思
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
自
分
の
体
験

に
基
づ
い
て
書
い
て
い
ま
す
。︶

　

す
な
わ
ち
、「
彼
︵
修
行
者
︶
が
行
為
、
道
徳
、
霊
的
状
態
か

ら
消
滅
す
る
時
、
こ
の
す
べ
て
は
彼
に
と
っ
て
存
在
し
な
い
。

そ
れ
は
自
分
自
身
か
ら
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
被
造
物
か
ら
消
滅
し

た
、
と
も
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、︵
実
際
に
は
︶
彼
自
身
も

被
造
物
も
存
在
し
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
」。

　

つ
ま
り
、
悪
い
行
為
や
悪
い
心
の
状
態
か
ら
消
え
た
と
き
に
、

そ
れ
ら
は
す
べ
て
存
在
し
な
い
も
の
だ
と
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ

は
、
自
分
自
身
か
ら
も
、
ま
た
周
り
の
あ
ら
ゆ
る
被
造
物
か
ら

も
消
え
た
の
だ
と
、
修
行
者
は
感
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ

ど
も
、
彼
自
身
も
、
周
り
の
消
え
た
よ
う
に
感
じ
て
い
る
も
の

も
、
す
べ
て
実
際
に
は
存
在
し
続
け
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
の

で
す
。
一
時
的
に
そ
う
い
う
感
覚
に
陥
る
、
あ
る
い
は
そ
う
い

う
体
験
を
得
る
の
で
あ
っ
て
、
存
在
自
体
が
変
わ
っ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
わ
ざ
わ
ざ
述
べ
て
い
ま
す
。「
修

行
の
過
程
で
そ
う
い
う
神
秘
体
験
が
得
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ

れ
は
存
在
そ
の
も
の
の
あ
り
方
と
は
違
う
の
だ
。
そ
う
い
う
話

を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
よ
」
と
い
う
こ
と
を
、
彼
は
念
押
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し
す
る
わ
け
で
す
。

「
倫
理
／
霊
魂
論
」
と
「
神
秘
体
験
」

　

こ
の
よ
う
に
、
古
典
期
に
お
け
る
フ
ァ
ナ
ー
の
特
徴
は
２
項

目
に
ま
と
め
ら
れ
ま
す
。
ひ
と
つ
は
、
倫
理
的
な
意
味
で
の
心

の
状
態
に
、
ま
た
心
理
的
・
霊
魂
論
的
な
意
味
で
の
心
の
状
態

に
焦
点
を
絞
る
と
い
う
こ
と
で
、
言
っ
て
み
れ
ば
「
倫
理
的
／

霊
魂
論
的
理
論
」
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
う
ひ
と
つ
は
、「
体

験
」
と
い
う
も
の
が
非
常
に
重
要
視
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
、
こ
れ
は
「
神
秘
体
験
に
基
づ
い
た
理
論
」
と
言
え
ま
す
。

３　

中
世
に
お
け
る
フ
ァ
ナ
ー
説
の
哲
学
化

─

イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
を
事
例
に

３
・
１　

ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
の
哲
学
化

　

こ
れ
に
引
き
続
き
、
12
世
紀
の
後
半
ぐ
ら
い
か
ら
「
ス
ー
フ
ィ

ズ
ム
の
哲
学
化
」
の
時
代
が
や
っ
て
き
ま
す
。
代
表
的
な
人
物

が
ふ
た
り
い
て
、
ひ
と
り
は
シ
ャ
イ
フ
ル
イ
シ
ュ
ラ
ー
ク
・
ス

フ
ラ
ワ
ル
デ
ィ
ー
︵Shaykh al-Ishrā q al-Suhraw

ardī  

５
８
７
／
１
１

９
１
年
没
︶
と
い
う
人
で
す
。「
ス
フ
ラ
ワ
ル
デ
ィ
ー
」
と
聞
く
と
、

イ
ス
ラ
ー
ム
を
御
存
じ
の
方
は
「
ス
フ
ラ
ワ
ル
デ
ィ
ー
教
団
」

と
い
う
ス
ー
フ
ィ
ー
教
団
を
思
い
出
す
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ

の
教
団
の
創
始
者
も
そ
の
甥
も
、
名
前
は
ス
フ
ラ
ワ
ル
デ
ィ
ー

で
す
が
、
ど
ち
ら
も
シ
ャ
イ
フ
ル
イ
シ
ュ
ラ
ー
ク
・
ス
フ
ラ
ワ

ル
デ
ィ
ー
と
は
別
人
で
す
。
同
じ
ス
フ
ラ
ワ
ル
ド
村
で
生
ま
れ

た
の
で
、
皆
、ス
フ
ラ
ワ
ル
デ
ィ
ー
と
呼
ば
れ
た
わ
け
で
す
。「
シ

ャ
イ
フ
ル
イ
シ
ュ
ラ
ー
ク
」
の
方
は
「
照
明
哲
学
の
師
」
を
意

味
し
ま
す
。

　

そ
の
尊
称
の
と
お
り
、
シ
ャ
イ
フ
ル
イ
シ
ュ
ラ
ー
ク
・
ス
フ

ラ
ワ
ル
デ
ィ
ー
は
「
世
界
の
す
べ
て
は
光
で
で
き
て
い
る
」
と

い
う
照
明
哲
学
な
る
も
の
を
唱
え
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

ス
フ
ラ
ワ
ル
ド
村
と
い
う
の
は
イ
ラ
ン
に
あ
る
の
で
、
ゾ
ロ
ア

ス
タ
ー
教
と
の
関
連
を
考
え
る
研
究
者
も
お
り
ま
す
。

　

照
明
哲
学
で
説
く
の
は
、
純
然
た
る
輝
き
、
全
き
輝
き
で
あ

る
「
太
陽
」
で
す
。
そ
の
純
粋
な
光
そ
の
も
の
、「
光
の
中
の
光
」

み
た
い
な
も
の
が
純
粋
善
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
ず
っ
と
遠
い

西
の
世
界
は
闇
の
世
界
。
純
粋
善
の
世
界
は
東
方
に
あ
る
。
太

陽
が
昇
る
瞬
間
の
力
強
い
太
陽
の
光
で
す
。
あ
あ
い
う
も
の
が

ま
ず
あ
っ
て
、
こ
れ
が
純
粋
善
・
純
粋
美
た
る
真
理
で
あ
る
。

そ
れ
が
、
だ
ん
だ
ん
力
を
な
く
し
て
い
っ
て
、
西
に
落
ち
て
行
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く
と
き
に
は
闇
に
葬
ら
れ
て
し
ま
う
。
我
々
が
い
ま
生
き
て
い

る
の
は
、
こ
の
西
の
闇
の
世
界
で
あ
る
。
肉
体
の
牢
獄
の
中
に

我
々
は
閉
じ
込
め
ら
れ
、
光
の
全
く
な
い
闇
の
世
界
に
生
き
て

い
る
。
こ
こ
か
ら
脱
し
て
、
光
の
世
界
を
目
指
さ
な
け
れ
ば
い

け
な
い
、
と
い
う
の
が
彼
の
説
で
す
。

　

彼
の
説
は
も
ち
ろ
ん
真
理
へ
の
直
観
に
基
づ
い
た
神
秘
主
義

で
す
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
を
非
常
に
深
く
学
ん
だ
人
な

の
で
、
自
分
の
説
を
す
ご
く
哲
学
的
に
書
き
ま
す
。
哲
学
史
的

に
言
え
ば
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
哲
学
そ
の
も
の
は
も
ち
ろ
ん

イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
に
入
っ
て
い
て
、
イ
ブ
ン･

ル
シ
ュ
ド
︵
ラ
テ

ン
名
：
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
︶
と
か
、
イ
ブ
ン
・
ス
ィ
ー
ナ
ー
︵
ラ
テ

ン
名
：
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
︶
と
か
を
生
み
出
し
て
い
く
わ
け
で
す
。

イ
ブ
ン
・
ル
シ
ュ
ド
は
、
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
な
理
解
の
ほ
と

ん
ど
入
っ
て
い
な
い
、
相
当
に
正
統
的
な
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

理
解
な
の
で
す
が
、
彼
の
流
れ
は
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
で
ほ
と
ん

ど
残
ら
ず
、
む
し
ろ
ラ
テ
ン
語
訳
に
よ
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
世

界
に
入
っ
て
行
き
ま
す
。
一
方
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
が
地

中
海
の
さ
ら
に
東
の
ほ
う
の
イ
ラ
ン
あ
た
り
に
入
っ
て
い
く
と
、

こ
の
照
明
哲
学
に
な
る
。
こ
れ
は
イ
ブ
ン
・
ル
シ
ュ
ド
の
傾

向
と
は
正
反
対
で
、
非
常
に
神
秘
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
き
ま

し
た
。

　

で
す
か
ら
、
こ
の
ス
フ
ラ
ワ
ル
デ
ィ
ー
の
思
想
は
神
秘
主
義

と
し
て
も
面
白
い
で
す
が
、
哲
学
と
し
て
も
、
い
わ
ゆ
る
ペ
リ

パ
ト
ス
学
派
︵
逍
遙
学
派
︶
的
な
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
の
発
展

の
仕
方
と
は
全
然
違
う
形
態
の
発
展
を
し
た
も
の
と
し
て
よ
く

知
ら
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
十
分
な
研
究
は
ま
だ
進
ん
で
い
ま

せ
ん
。

３
・
２　

イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
の
フ
ァ
ナ
ー
説

　
「
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
の
哲
学
化
」
を
進
め
た
も
う
ひ
と
り
は
、
イ

ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
︵Ibn ʻ A

rabī  

６
３
８
／
１
２
４
０
年
没
︶
で
す
。

私
が
専
門
と
し
て
研
究
し
て
い
る
神
秘
哲
学
者
で
、
12
～
13
世

紀
に
生
き
た
人
で
す
が
、
彼
の
思
想
は
「
存
在
一
性
論
」
と
呼

ば
れ
て
い
ま
す
。「
存
在
一
元
論
」
と
言
っ
て
も
構
わ
な
い
の
で

す
が
、
有
名
な
井
筒
俊
彦
先
生
が
日
本
で
は
「
存
在
一
性
論
」

で
広
め
ら
れ
た
の
で
、
こ
の
名
前
で
通
っ
て
い
ま
す
。
世
界
は
、

た
だ
ひ
と
つ
の
存
在
︵w

ujū d

︶
の
顕
現
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て

い
る
と
い
う
説
で
す
。
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フ
ァ
ナ
ー
の
７
段
階

　

イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
が
、
修
行
の
過
程
で
出
て
く
る
フ
ァ
ナ
ー

に
つ
い
て
ど
う
述
べ
て
い
る
か
で
す
が
、
こ
れ
ま
で
の
説
と
だ

い
ぶ
様
変
わ
り
し
て
き
ま
す
。
彼
は
フ
ァ
ナ
ー
を
７
段
階
に
分

け
て
述
べ
ま
す
。
列
挙
し
ま
す
と
、
①
罪
か
ら
の
消
滅
、
②
す

べ
て
の
行
為
か
ら
の
消
滅
、
③
属
性
と
性
質
か
ら
の
消
滅
、
④

自
分
自
身
の
本
質
︵dhā t

︶
か
ら
の
消
滅
、
⑤
全
世
界
か
ら
の
消

滅
︵
世
界
の
現
象
的
側
面
を
考
察
す
る
こ
と
の
停
止
︶、
⑥
「
神
以
外
」

の
す
べ
て
の
も
の

─
「
消
滅
」
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
か
ら

す
ら

─
の
消
滅
、
⑦
神
の
す
べ
て
の
属
性
と
そ
れ
ら
の
「
関

係
」
か
ら
の
消
滅
、
と
な
り
ま
す
。

　

最
初
の
段
階
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
た
の
と
よ
く
似
て
見
え
ま

す
。「
罪
か
ら
の
フ
ァ
ナ
ー
」
で
す
ね
。
こ
の
①
と
そ
の
後
の
②

③
④
は
「
人
間
レ
ベ
ル
の
消
滅
」
を
述
べ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

そ
の
後
、
自
分
の
周
り
の
世
界
の
こ
と
を
述
べ
て
、
そ
こ
が
消

滅
す
る
、
あ
る
い
は
そ
こ
か
ら
消
滅
す
る
と
言
っ
て
い
る
。「
世

界
レ
ベ
ル
の
消
滅
」
が
⑤
と
⑥
で
す
。
最
後
の
⑦
は
「
神
の
次

元
に
お
け
る
消
滅
」
で
、
大
き
く
分
け
る
と
こ
の
３
段
階
で
す
。

　

こ
の
う
ち
、
①
の
「
罪
か
ら
の
消
滅
」
と
、
最
後
の
⑦
「
神

の
段
階
に
お
け
る
消
滅
」、
こ
の
ふ
た
つ
に
注
目
し
て
論
じ
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
。

「
す
べ
て
の
行
為
は
正
し
い
」

　

ま
ず
、「
罪
か
ら
の
消
滅
」
と
い
う
言
葉
で
す
が
、
こ
れ
は
先

ほ
ど
の
ク
シ
ャ
イ
リ
ー
の
最
初
の
段
階
「
自
分
の
悪
し
き
エ
ゴ

を
消
滅
さ
せ
る
」
と
い
う
こ
と
と
す
ご
く
よ
く
似
て
見
え
ま
す

が
、
言
っ
て
い
る
内
容
は
全
然
違
い
ま
す
。

　

イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
は
、「
こ
の
状
態
で
、
神
秘
家
は
﹃
す
べ

て
の
行
為
は
正
し
い
﹄
と
認
識
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
す
べ
て
の

行
為
は
神
の
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま

り
、
罪
な
ん
て
も
の
は
そ
も
そ
も
存
在
し
な
い
と
い
う
の
で
す
。

罪
、
悪
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
思
う
こ
と
自
体
が
一
般
人
の
迷

妄
で
あ
っ
て
、
そ
こ
を
ま
ず
抜
け
出
す
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
ら
な

け
れ
ば
い
け
な
い
、
と
い
う
の
が
こ
の
偉
大
な
神
秘
家
の
考
え

で
す
。

　

で
す
か
ら
、
こ
こ
で
は
っ
き
り
見
ら
れ
る
の
は
、
倫
理
の
否

定
で
す
。
彼
は
、
い
わ
ゆ
る
善
悪
、
倫
理
と
い
う
も
の
を
最
初

か
ら
相
手
に
し
て
い
ま
せ
ん
。
そ
こ
を
超
え
た
レ
ベ
ル
か
ら
、

話
を
始
め
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
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非
人
格
的
真
理
と
人
格
神
を
区
別

　

最
後
の
到
達
点
⑦
で
す
が
、「
神
の
す
べ
て
の
属
性
と
そ
れ
ら

の
﹃
関
係
﹄
か
ら
の
消
滅
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
彼
が

追
加
的
に
説
明
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
は
、「
神

秘
家
は
世
界
を
、
現
れ
て
い
る
真
理
︵Ḥ

aqq ẓā hir

︶
と
見
な
す
」

と
い
う
こ
と
で
す
。「
真
理
」
はḤ aqq

。
Ḥ
を
大
文
字
に
し
て
あ

る
よ
う
に
、
要
す
る
に
神
の
こ
と
で
す
。
た
だ
し
、
イ
ブ
ン
・

ア
ラ
ビ
ー
の
場
合
は
、
ア
ッ
ラ
ー
と
は
呼
べ
な
い
絶
対
者
と
い

う
も
の
を
そ
の
上
に
措
定
し
ま
す
。
ア
ッ
ラ
ー
と
い
う
名
前
で

呼
ん
だ
と
た
ん
に
何
ら
か
の
限
定
を
受
け
て
し
ま
う
と
考
え
る

の
で
、そ
の
ア
ッ
ラ
ー
と
す
ら
呼
べ
な
い
何
か
、そ
れ
を
「
真
理
」

「
ハ
ッ
ク
」
と
い
う
言
葉
で
呼
び
ま
す
。

　

ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
の
話
で
、「
我
は
神
な
り
」
と
言
っ
た
人
が
い

る
と
聞
か
れ
た
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
彼
ハ
ッ
ラ
ー

ジ
ュ
︵Ḥ

usayn al-Ḥ
allā j

︶
は
、
言
葉
と
し
て
は
、「
我
は
神
な
り
」

で
は
な
く
「
我
は
真
理
な
り
」
と
言
っ
た
の
で
す
。
こ
のḤ aqq

と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
「
ア
ナ
・
ル
・
ハ
ッ
ク
︵anā  al-Ḥ

aqq

︶」

─
「
我
は
真
理
な
り
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
彼
の
時
代
は
10

世
紀
で
、
ま
だ
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
が
哲
学
化
す
る
前
な
の
で
、
ハ
ッ

ク
＝
真
理
と
ア
ッ
ラ
ー
を
区
別
し
て
、
非
人
格
的
絶
対
者
と
人

格
的
絶
対
者
み
た
い
に
使
い
分
け
た
の
で
は
な
く
て
、
お
そ
ら

く
「
私
は
神
だ
」
と
い
う
確
信
を
端
的
に
述
べ
た
の
だ
と
思
い

ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
ま
で
来
る
と
人
格
神
と
非

「
存
在
一
性
論
」
を
象
徴
す
る
泉
（
サ
ル
サ
ビ
ー
ル
）。
各
水
盤
か
ら
流

れ
落
ち
る
水
が
、
ひ
と
つ
の
水
盤
に
集
ま
っ
て
い
く
。
一
か
ら
多
が
生

ま
れ
、
ま
た
一
に
戻
っ
て
い
く
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
（
ト
ル
コ
・
コ

ン
ヤ
の
メ
ヴ
ラ
ー
ナ
ー
博
物
館
）
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人
格
神
の
区
別
を
し
て
く
る
の
で
、
人
格
化
さ
れ
る
前
、
そ
う

い
う
ふ
う
に
限
定
を
受
け
る
前
の
全
き
全
体
で
あ
る
何
か
を
考

え
て
、
そ
れ
を
「
真
理
」
と
呼
び
ま
す
。
そ
の
、
絶
対
無
限
定

で
あ
る
「
真
理
」
が
こ
の
世
に
現
れ
て
き
て
い
る
、
自
己
顕
現

し
て
き
て
い
る
、
そ
れ
が
世
界
な
の
だ
、
と
見
な
す
。「
世
界
を
、

現
れ
て
い
る
真
理
と
見
な
す
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、

わ
れ
わ
れ
が
世
界
と
し
て
見
て
い
る
も
の
す
べ
て
が
神
と
ひ
と

つ
な
の
だ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
世
界
か
ら
隔
絶
さ
れ
た
ど

こ
か
に
神
が
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
世
界
は
す
べ
て
神

か
ら
つ
な
が
っ
て
出
て
く
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

フ
ァ
ナ
ー
を
存
在
論
的
に
理
解

　

い
ま
ま
で
申
し
上
げ
た
説
明
は
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
の
主

著
﹃
マ
ッ
カ
啓
示
﹄
の
中
に
あ
り
ま
す
が
、
次
の
引
用
は
も
う

ひ
と
つ
の
主
著
﹃
叡
智
の
台
座
﹄
の
中
に
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
は
、

同
じ
「
消
滅
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
、「
あ
る
形
の
消
滅
と
は
、

別
の
形
で
の
神
の
自
己
顕
現
︵tajallī

︶
の
瞬
間
に
お
け
る
消
滅
の

こ
と
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
彼
は
謎
め
い
た
表
現
が
す
ご
く
多
く
、
論
理
的

に
表
現
し
て
く
れ
な
い
の
で
、
読
む
の
が
と
て
も
大
変
で
す
。

日
本
語
で
読
ん
で
も
わ
か
り
に
く
く
、
ア
ラ
ビ
ア
語
で
読
む
と

も
っ
と
わ
か
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
何
千
と
い
う
注
釈
書
が

書
か
れ
て
い
ま
す
。
注
釈
書
の
中
に
は
、
す
ご
く
わ
か
り
や
す

い
説
明
を
し
て
く
れ
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。「
そ
れ
は
～
を

～
す
る
」
と
い
う
文
章
が
あ
る
と
す
る
と
、「
こ
こ
で
い
う
﹃
そ

れ
﹄
と
は
○
○
の
こ
と
で
あ
る
」
と
い
っ
た
説
明
を
し
て
く
れ

ま
す
の
で
便
利
な
の
で
す
が
、
た
だ
表
面
的
に
語
彙
を
説
明
す

る
こ
と
と
、
そ
の
言
葉
を
通
し
て
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
が
何
を

言
お
う
と
し
て
い
た
か
を
理
解
す
る
こ
と
と
は
、
だ
い
ぶ
乖
離

し
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
先
ほ
ど
、
ア
ラ
ビ
ー
は
「
真
理
」

と
「
ア
ッ
ラ
ー
」
を
使
い
分
け
る
と
言
い
ま
し
た
。
非
人
格
的

な
絶
対
者
と
人
格
的
な
神
を
使
い
分
け
ま
す
。
と
こ
ろ
が
実
際

に
は
、
あ
る
個
所
に
そ
う
い
う
趣
旨
で
書
い
て
あ
っ
た
と
し
て

も
、
そ
の
後
を
読
ん
で
い
く
と
、
明
ら
か
に
非
人
格
的
な
絶
対

一
者
を
指
す
べ
き
と
こ
ろ
に
「
ア
ッ
ラ
ー
」
を
使
っ
て
み
た
り
、

こ
こ
は
明
ら
か
に
人
格
神
の
話
を
し
て
い
る
な
と
思
う
の
に

「
ハ
ッ
ク
」
と
書
い
て
あ
っ
た
り
、
結
構
、
自
由
奔
放
で
す
。
で

す
か
ら
、
混
乱
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
も
多
く
、
彼
の
文
章
を
読
む

の
は
、
他
の
神
秘
家
と
比
べ
て
格
段
に
骨
の
折
れ
る
作
業
で
す
。
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さ
て
、
も
う
一
度
先
ほ
ど
の
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
の
言
葉
に

戻
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
着
目
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
、「
自
己

顕
現
」
と
い
う
言
葉
が
入
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
普
通

は
、
自
分
の
エ
ゴ
が
消
滅
し
て
代
わ
り
に
神
的
な
臨
在
を
得
る

と
説
明
さ
れ
る
神
秘
体
験
で
す
が
、
彼
は
そ
う
い
う
境
地
を
説

く
の
に
、「
自
己
顕
現
︵tajallī

︶」
と
い
う
言
葉
を
使
う
。
こ
の
「
タ

ジ
ャ
ッ
リ
ー
」
は
、
言
葉
自
体
は
も
っ
と
古
く
か
ら
あ
り
ま
す

が
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
が
非
常
に
大
き
な
意
味
の
転
換
を
さ

せ
て
、「
存
在
の
顕
現
」
と
い
う
意
味
に
特
化
し
た
も
の
で
す
。

絶
対
一
者
が
、
ち
ょ
う
ど
ネ
オ
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
「
流
出
論
」

の
よ
う
に
し
て
「
自
己
顕
現
」
し
て
く
る
、
現
れ
て
く
る
。
そ

れ
に
よ
っ
て
世
界
が
成
り
立
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
彼
の
「
存

在
一
性
論
」
の
根
幹
に
あ
る
の
が
、
こ
の
「
タ
ジ
ャ
ッ
リ
ー
」

と
い
う
概
念
で
す
。

　

す
な
わ
ち
、
彼
に
と
っ
て
、
こ
の
「
消
滅
」「
フ
ァ
ナ
ー
」
と

い
う
も
の
は
単
に
修
行
の
過
程
に
お
け
る
一
過
性
の
体
験
の
こ

と
で
は
な
く
て
、
こ
の
世
界
の
根
幹
に
関
わ
る
問
題
で
あ
り
、

一
な
る
も
の
か
ら
こ
の
世
界
が
ど
の
よ
う
に
出
て
き
た
の
か
と

い
う
こ
と
と
直
結
し
た
問
題
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の

だ
っ
た
と
言
え
ま
す
。
そ
こ
で
、
こ
れ
を
「
存
在
論
的
フ
ァ
ナ
ー

理
解
」
と
い
う
ふ
う
に
呼
ぶ
こ
と
に
し
ま
す
。

「
倫
理
の
否
定
」
と
「
存
在
論
」

　

先
ほ
ど
挙
げ
た
「
古
典
期
に
お
け
る
フ
ァ
ナ
ー
論
の
特
徴
」

に
照
ら
し
て
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
の
説
を
ま
と
め
て
み
ま
す

と
、
ま
ず
倫
理
的
側
面
で
は
、
彼
は
倫
理
を
最
初
か
ら
否
定
し

て
し
ま
っ
て
、
善
悪
の
彼
岸
に
行
こ
う
と
し
て
い
る
。「
倫
理
の

否
定
」
で
す
。
ふ
た
つ
目
の
神
秘
体
験
の
側
面
で
は
、
イ
ブ
ン
・

ア
ラ
ビ
ー
は
体
験
に
と
ど
ま
ら
ず
、「
存
在
論
」
を
目
指
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
が
言
え
ま
す
。

４　

中
世
に
お
け
る
哲
学
的
フ
ァ
ナ
ー
説
へ
の

挑
戦

─
イ
ブ
ン
・
タ
イ
ミ
ー
ヤ
を
事
例
に

４
・
１ 

い
わ
ゆ
る
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
批
判

　

こ
の
よ
う
な
「
過
度
の
哲
学
化
」
に
対
し
て
、
ス
ー
フ
ィ
ズ

ム
批
判
が
起
こ
っ
て
き
ま
す
。
３
人
だ
け
挙
げ
て
お
き
ま
す
と
、

ま
ず
有
名
な
の
は
、
イ
ブ
ン
・
タ
イ
ミ
ー
ヤ
︵Ibn Taym

ī ya 

７
２

８
／
１
３
２
８
年
没
︶。
マ
ム
ル
ー
ク
朝
の
人
で
、
ち
ょ
う
ど
モ
ン

ゴ
ル
が
攻
め
て
来
た
と
き
で
す
。
モ
ン
ゴ
ル
来
襲
に
よ
っ
て
、
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イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
が
危
う
く
な
っ
た
と
き
に
、「
モ
ン
ゴ
ル
に
対

し
て
立
ち
上
が
っ
て
戦
う
の
は
、
正
し
い
ジ
ハ
ー
ド
だ
」
と
言
っ

て
皆
を
鼓
舞
し
た
人
で
す
。

　

た
だ
、
い
ま
の
「
イ
ス
ラ
ム
原
理
主
義
者
」
た
ち
が
イ
ブ
ン
・

タ
イ
ミ
ー
ヤ
を
す
ご
く
持
ち
上
げ
る
の
で
、
彼
は
思
想
史
の
主

流
に
い
た
か
の
よ
う
に
誤
解
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
実
際
は
ス
ン

ナ
派
の
４
つ
の
法
学
派
の
う
ち
の
一
番
小
さ
い
ハ
ン
バ
ル
学
派

に
属
し
て
い
て
、
し
か
も
ハ
ン
バ
ル
学
派
の
中
で
も
彼
の
考
え

は
そ
ん
な
に
主
流
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
か
な
り
過
激
な
思
想
な

の
で
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
少
数
派
で
あ
り
、
当
時
は
相
当
マ

イ
ナ
ー
な
と
こ
ろ
に
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

少
な
く
と
も
、
イ
ブ
ン
・
タ
イ
ミ
ー
ヤ
の
本
が
先
を
争
っ
て

読
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
近
代
以
降
で
す
。
近
代
に
な
っ
て

か
ら
、
彼
は
非
常
な
再
評
価
を
受
け
て
い
て
、
い
ま
の
原
理
主

義
組
織
の
人
間
で
彼
の
名
前
を
知
ら
な
い
人
は
い
な
い
で
し
ょ

う
。
よ
く
引
用
も
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ

に
は
か
な
り
後
代
に
作
ら
れ
た
面
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

ふ
た
り
目
は
、
そ
れ
ほ
ど
有
名
で
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
ビ
ル
ギ
ヴ
ィ
ー
︵B

irgivi

︶。
こ
の
人
は
、
ト
ル
コ
の
オ
ス
マ

ン
帝
国
の
16
世
紀
の
思
想
家
で
す
。

　

３
人
目
が
、
ム
ハ
ン
マ
ド
・
イ
ブ
ン
・
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ワ
ッ
ハ
ー

ブ
︵M

uḥ am
m

ad b. ʻ A
bd al-W

ahhā b

︶。
彼
は
ワ
ッ
ハ
ー
ブ
派
と
言

わ
れ
る
宗
派
の
創
始
者
で
す
。
18
世
紀
の
人
で
す
。
い
ま
の
サ

ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
が
建
国
さ
れ
た
と
き
の
理
念
が
こ
の
ワ
ッ
ハ
ー

ブ
派
で
あ
り
、
こ
の
国
の
公
的
な
イ
ス
ラ
ー
ム
理
解
の
根
幹
に

な
っ
て
い
ま
す
。
御
存
じ
か
と
思
い
ま
す
が
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ

ア
は
い
ま
で
も
厳
し
い
イ
ス
ラ
ー
ム
法
に
則
っ
た
政
策
を
と
っ

て
い
て
、
女
性
隔
離
で
も
有
名
で
す
。
た
と
え
ば
、
サ
ウ
ジ
が

女
性
差
別
的
で
非
民
主
的
だ
と
い
う
と
き
に
欧
米
社
会
が
非
難

す
る
の
は
、
女
性
に
は
運
転
免
許
証
を
取
る
権
利
が
な
い
と
か
、

自
由
に
車
に
乗
っ
て
買
い
物
に
行
っ
た
り
し
な
い
よ
う
に
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
す
。
確
か
に
、
湾
岸
諸
国
の
多
く

は
女
性
を
買
い
物
に
出
し
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
そ
の
代
わ
り
に
、

買
い
物
は
旦
那
さ
ん
が
し
て
く
れ
ま
す
。
奥
さ
ん
に
し
て
み
れ

ば
、
た
だ
で
使
用
人
を
雇
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
、
紙
に
書

い
て
渡
し
て
お
け
ば
全
部
や
っ
て
く
れ
る
の
で
、
悪
い
面
ば
か

り
で
は
な
い
と
い
う
人
も
い
ま
す
。
い
ろ
ん
な
意
見
が
あ
り
ま

す
が
、
ま
あ
こ
れ
は
議
論
の
本
筋
と
は
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。
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イ
ブ
ン
・
タ
イ
ミ
ー
ヤ
の
フ
ァ
ナ
ー
説 

　

き
ょ
う
は
、
３
人
の
中
で
最
初
の
イ
ブ
ン
・
タ
イ
ミ
ー
ヤ
に

焦
点
を
合
わ
せ
た
い
の
で
す
が
、
実
は
私
自
身
は
「
イ
ブ
ン
・

タ
イ
ミ
ー
ヤ
が
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
を
批
判
し
た
」
と
い
う
こ
と
に

関
し
て
は
留
保
を
つ
け
て
い
ま
す
。
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
の
一
部
を

批
判
し
た
こ
と
は
確
か
に
間
違
い
な
い
事
実
で
す
が
、
全
否
定

は
し
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
て
い
ま
す
。
実
際
、
彼
は
わ
ざ
わ

ざ
フ
ァ
ナ
ー
に
つ
い
て
書
い
て
い
ま
す
が
、
フ
ァ
ナ
ー
説
は
明

ら
か
に
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
だ
け
が
論
じ
る
も
の
な
の
で
す
。

　

彼
は
「
３
段
階
の
フ
ァ
ナ
ー
説
」
を
論
じ
ま
す
。
３
段
階
と

い
う
点
で
は
、
古
典
期
の
ク
シ
ャ
イ
リ
ー
と
一
緒
で
す
。
ま
た
、

イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
も
大
き
く
言
え
ば
３
段
階
で
す
。
イ
ブ
ン
・

タ
イ
ミ
ー
ヤ
の
所
論
で
は
、
ま
ず
①
「
存
在
︵w

ujū d
︶
か
ら
の

消
滅
」。
存
在
が
自
分
の
意
識
の
中
か
ら
消
え
て
し
ま
う
。
次
に

②
「
目
撃
︵shuhū d

︶
か
ら
の
消
滅
」。
神
以
外
の
も
の
を
目
撃
し

な
く
な
る
。
こ
れ
は
多
く
の
ス
ー
フ
ィ
ー
の
神
秘
体
験
を
意
識

し
て
い
ま
す
。
最
後
に
③
「
崇
拝
︵ʻ ibā da

︶
か
ら
の
消
滅
」。
ア
ッ

ラ
ー
以
外
の
も
の
を
崇
拝
し
な
く
な
る
と
い
う
状
態
で
す
。

　

①
「
存
在
論
的
な
フ
ァ
ナ
ー
理
解
」
の
否
定

　

最
初
の
「
存
在
か
ら
の
消
滅
」
で
す
が
、
こ
れ
は
「
神
以
外

に
こ
の
世
に
は
何
も
存
在
し
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま

り
、
存
在
論
的
に
は
神
の
み
が
存
在
す
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に

「
存
在
一
性
論
」
で
す
。
神
だ
け
が
、
つ
ま
り
「
一
な
る
も
の
」

だ
け
が
存
在
し
て
い
て
、
そ
の
自
己
顕
現
と
し
て
現
れ
て
い
る

の
が
世
界
だ
と
考
え
る
。
こ
う
い
う
考
え
を
、
イ
ブ
ン
・
タ
イ

ミ
ー
ヤ
は
、
ば
っ
さ
り
と
斬
り
捨
て
ま
す
。「
こ
れ
は
、
道
を
踏

み
誤
っ
た
︵
存
在
︶
一
性
論
者
た
ち
の
︵
唱
え
る
︶
消
滅
説
で
あ
る
」

と
。
完
全
に
間
違
い
だ
と
は
っ
き
り
言
っ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ

ん
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
と
そ
の
信
奉
者
た
ち
に
対
す
る
痛
烈

な
批
判
で
す
。
彼
は
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
と
そ
の
信
奉
者
に

対
し
て
批
判
す
る
論
考
を
幾
つ
も
書
い
て
い
て
、「
存
在
一
性
論
」

に
関
し
て
正
面
切
っ
て
き
っ
ち
り
と
論
じ
て
い
ま
す
。
そ
れ
も
、

彼
ら
の
書
い
た
も
の
を
相
当
き
ち
ん
と
読
み
込
ん
で
批
判
し
て

い
ま
す
。
後
代
の
ワ
ッ
ハ
ー
ブ
派
と
な
る
と
、
彼
ほ
ど
勉
強
し

な
く
な
る
の
で
す
が
、
イ
ブ
ン
・
タ
イ
ミ
ー
ヤ
は
、
よ
く
勉
強

し
て
わ
か
っ
た
う
え
で
、「
そ
う
い
う
立
場
を
取
ら
な
い
」
と
批

判
し
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
こ
で
は
「
存
在
論
的
な
フ
ァ
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ナ
ー
理
解
」
と
い
う
も
の
が
否
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

②
多
く
の
ス
ー
フ
ィ
ー
の
体
験
を
「
否
定
は
せ
ず
」「
評
価
も

せ
ず
」

　

次
に
②
の
「
目
撃
か
ら
の
消
滅
」
で
す
。
つ
ま
り
、
神
の
み

を
目
撃
す
る
と
い
う
体
験
で
あ
り
、「
神
以
外
の
者
を
目
撃
す
る

こ
と
の
否
定
」
で
す
。
体
験
と
し
て
神
だ
け
が
い
て
、
自
分
が

消
え
る
と
い
う
段
階
で
す
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
彼
の
態
度
は
、

イ
エ
ス
・
ア
ン
ド
・
ノ
ー
で
す
。

　
「
こ
れ
は
、
ア
ブ
ー
・
ヤ
ズ
ィ
ー
ド
︵
・
バ
ス
タ
ー
ミ
ー
︶
に
つ

い
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
多
く
の
ス
ー
フ
ィ
ー
に
起
こ
っ

た
も
の
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
ま
す
。
ア
ブ
ー
・
ヤ
ズ
ィ
ー
ド

︵
・
バ
ス
タ
ー
ミ
ー
︶
と
い
う
の
は
非
常
に
有
名
な
古
い
時
代
の

ス
ー
フ
ィ
ー
で
す
が
、
彼
に
つ
い
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

多
く
の
ス
ー
フ
ィ
ー
に
起
こ
っ
た
体
験
で
あ
る
と
。

　

彼
が
ス
ー
フ
ィ
ー
そ
の
も
の
を
全
否
定
し
て
い
る
と
考
え
れ

ば
、
こ
の
「
ス
ー
フ
ィ
ー
」
と
い
う
言
葉
も
悪
い
意
味
に
取
ら

れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
単
に
「
こ
れ

は
実
際
、
多
く
の
ス
ー
フ
ィ
ー
に
、
よ
く
起
こ
っ
た
こ
と
だ
」

と
言
っ
て
い
る
だ
け
で
す
。
修
行
者
に
よ
る
一
時
的
体
験
で
あ

り
、
酔
い
と
同
じ
で
罪
に
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
も
言
っ
て

い
ま
す
。

　

③
イ
ス
ラ
ー
ム
法
に
則
っ
た
「
正
し
い
フ
ァ
ナ
ー
」

　

３
番
目
が
、「
崇
拝
か
ら
の
消
滅
」。
神
以
外
の
も
の
を
崇
拝

す
る
こ
と
の
否
定
で
す
。
こ
れ
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
根
幹
で
あ

る
信
仰
告
白
の
最
初
の
部
分
と
同
じ
で
す
。「
ア
ッ
ラ
ー
以
外
に

神
は
な
い
と
告
白
し
ま
す
」
と
い
う
言
葉
で
す
ね
。
こ
の
段
階

の
消
滅
を
イ
ブ
ン
・
タ
イ
ミ
ー
ヤ
は
、「
こ
れ
は
、
預
言
者
と
彼

ら
に
従
う
者
た
ち
の
状
態
︵ḥā l

︶
で
あ
る
。・
・
・
こ
れ
こ
そ
、

宗
教
的
︵
＝
イ
ス
ラ
ー
ム
的
︶
で
適
法
な
消
滅
︵fanā’  dī nī  sharʻī

︶

で
あ
る
」
と
言
い
ま
す
。
こ
れ
こ
そ
が
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の

正
し
い
状
態
で
あ
っ
て
、シ
ャ
リ
ー
ア
︵
イ
ス
ラ
ー
ム
法
︶
に
則
っ

た
フ
ァ
ナ
ー
と
い
う
も
の
だ
と
い
う
わ
け
で
す
。

　

で
す
か
ら
、
彼
は
「
フ
ァ
ナ
ー
」
と
い
う
言
葉
を
完
全
に
換

骨
奪
胎
し
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
、
ま
っ
た
く
神
秘
主
義
説
で
は

な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
普
通
の
イ
ス
ラ
ー
ム
法
学
・

神
学
的
な
意
味
で
の
「
神
の
唯
一
性
」
す
な
わ
ち
「
タ
ウ
ヒ
ー

ド
︵taw

ḥī d
︶」
の
概
念
で
す
。
こ
れ
を
、
彼
は
わ
ざ
わ
ざ
「
フ
ァ

ナ
ー
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
説
明
す
る
わ
け
で
す
。「
預
言
者
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と
彼
に
従
う
者
た
ち
」
で
す
か
ら
、
こ
の
説
を
唱
え
る
者
が
真

の
信
仰
者
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
イ
ブ
ン
・
タ
イ
ミ
ー
ヤ
に
と
っ

て
は
、「
正
し
い
ス
ー
フ
ィ
ー
と
は
、
正
し
い
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒

で
あ
る
」
と
い
う
構
図
が
で
き
あ
が
る
わ
け
で
す
。

　

ま
と
め
ま
す
と
、
①
逸
脱
し
た
存
在
一
性
論
に
よ
る
存
在
論

的
消
滅
、
②
多
く
の
修
行
者
に
よ
る
一
時
的
体
験
と
し
て
の
消

滅
、
③
イ
ス
ラ
ー
ム
法
に
沿
っ
た
正
し
い
消
滅
、
と
い
う
分
類

で
す
。

「
３
種
の
ス
ー
フ
ィ
ー
」
と
「
ス
ー
フ
ィ
ー
に
非
ざ
る
者
」

　

話
が
少
し
ず
れ
ま
す
が
、
そ
も
そ
も
ス
ー
フ
ィ
ー
と
い
う
も

の
を
イ
ブ
ン
・
タ
イ
ミ
ー
ヤ
は
ど
う
見
て
い
た
の
か
と
い
い
ま

す
と
、
彼
は
「
３
種
の
ス
ー
フ
ィ
ー
」
と
い
う
こ
と
を
言
い
ま
す
。

　

ま
ず
は
、
①
「
真
の
ス
ー
フ
ィ
ー
︵ṣū fī ya al-ḥ aqāʼ iq
︶」。
こ
れ

は
「
真
の
信
仰
者
」
の
こ
と
で
あ
り
、
さ
っ
き
の
３
番
目
の
説

の
よ
う
に
、
タ
ウ
ヒ
ー
ド
を
信
じ
、「
ア
ッ
ラ
ー
以
外
に
神
は
な

い
」
と
唱
え
る
人
た
ち
で
す
。
こ
れ
が
「
真
の
ス
ー
フ
ィ
ー
」

で
す
。

　

次
は
②
「
日
々
の
糧
の
︵
た
め
の
︶
ス
ー
フ
ィ
ー
︵ṣū fī ya al-

arzā q

︶」
で
す
。
そ
し
て
、
③
は
「
形
ば
か
り
の
ス
ー
フ
ィ
ー

︵ṣū fī ya al-rasm

︶」
で
す
。

　

②
と
③
は
前
の
「
３
段
階
の
消
滅
」
と
は
対
応
し
ま
せ
ん
が
、

「
日
々
の
糧
を
得
る
た
め
だ
け
の
ス
ー
フ
ィ
ー
」
と
い
う
の
は
、

お
そ
ら
く
タ
リ
ー
カ
︵
ス
ー
フ
ィ
ー
教
団
︶
に
属
し
て
い
た
人
た

ち
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
と
こ

ろ
に
属
し
て
い
る
と
、
ご
飯
を
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、

ま
あ
日
本
で
言
う
と
、
寺
に
入
っ
て
い
れ
ば
衣
食
住
を
与
え
ら

れ
る
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
行
っ
て
修
行
し
て
い
た
人
た
ち
で

す
。
さ
ら
に
「
形
だ
け
の
ス
ー
フ
ィ
ー
」
と
い
う
存
在
が
挙
げ

ら
れ
て
い
ま
す
。
か
ろ
う
じ
て
ス
ー
フ
ィ
ー
と
呼
べ
る
程
度
の

人
た
ち
で
す
。

　

そ
し
て
、
イ
ブ
ン
・
タ
イ
ミ
ー
ヤ
は
、
あ
る
人
た
ち
を
指
し

て
「
彼
ら
を
ス
ー
フ
ィ
ー
と
は
認
め
な
い
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。

彼
が
ス
ー
フ
ィ
ー
の
話
を
す
る
前
後
に
、
異
端
と
二
元
論
の
徒

と
い
う
の
が
出
て
く
る
の
で
す
が
、
彼
は
「
異
端
と
二
元
論
の

徒 

︵ahl al-bidaʻ  w
a al-zandaqa

︶ 

は
ス
ー
フ
ィ
ー
に
は
含
ま
な
い
」

と
、
は
っ
き
り
言
っ
て
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
先
ほ
ど
お
話

し
し
た
イ
ブ
ン
・
タ
イ
ミ
ー
ヤ
が
フ
ァ
ナ
ー
説
の
最
初
で
非
難

す
る
分
類
、
つ
ま
り
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
を
は
じ
め
と
す
る
「
存
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在
一
性
論
」
を
唱
え
る
人
々
で
す
。「
存
在
は
一
だ
け
で
、
そ
こ

か
ら
多
の
世
界
が
出
て
く
る
と
い
う
哲
学
的
な
神
秘
主
義
説
を

唱
え
る
や
つ
ら
は
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
で
は
な
く
て
異
端
で
あ
り
、

一
元
論
で
あ
る
べ
き
イ
ス
ラ
ー
ム
か
ら
逸
脱
し
た
二
元
論
の
徒

だ
」
と
い
う
の
が
彼
の
判
断
で
す
。
で
す
か
ら
、「
イ
ブ
ン
・
ア

ラ
ビ
ー
を
は
じ
め
と
す
る
存
在
論
的
な
神
秘
主
義
を
唱
え
る
連

中
を
、
ス
ー
フ
ィ
ー
と
呼
ん
で
は
い
け
な
い
」
と
言
い
ま
す
。

逆
に
言
え
ば
、
ス
ー
フ
ィ
ー
自
体
を
評
価
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

「
ス
ー
フ
ィ
ー
は
評
価
で
き
る
け
れ
ど
も
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー

を
そ
も
そ
も
ス
ー
フ
ィ
ー
に
入
れ
る
な
、
あ
い
つ
は
ス
ー
フ
ィ
ー

で
は
な
い
の
だ
か
ら
」
と
い
う
の
が
イ
ブ
ン
・
タ
イ
ミ
ー
ヤ
の

批
判
の
仕
方
で
す
。

「
倫
理
へ
の
集
中
」
と
「
神
秘
主
義
哲
学
の
否
定
」

　

イ
ブ
ン
・
タ
イ
ミ
ー
ヤ
の
フ
ァ
ナ
ー
説
の
特
徴
を
ま
と
め
る

と
、
ま
ず
「
倫
理
へ
の
集
中
」
と
い
う
点
で
す
。
フ
ァ
ナ
ー
と

い
う
の
は
普
通
だ
と
「
エ
ゴ
の
消
滅
」
を
説
き
、
善
悪
を
相
対

化
し
て
い
く
よ
う
な
感
じ
で
す
が
、
イ
ブ
ン
・
タ
イ
ミ
ー
ヤ
は

基
本
的
に
倫
理
の
話
ば
か
り
を
し
て
い
ま
す
。
シ
ャ
リ
ー
ア
︵
イ

ス
ラ
ー
ム
法
︶
を
持
ち
出
し
て
、
そ
れ
に
適
法
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
重
視
し
ま
す
。
そ
れ
は
、
倫
理
的
に
善
悪
を
は
っ
き
り
さ

せ
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
う
し
た
倫
理
へ
の
集
中
が
特
徴
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
神
秘
主
義
、
特
に
神
秘
主
義
哲
学
に
関
し
て
は
激

し
く
否
定
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
、
ふ
た
つ
目
の
特
徴
と
言
え

ま
す
。

５　

ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
の
変
遷
を
検
証
す
る

　

さ
て
、
最
初
に
挙
げ
ま
し
た
「
発
表
の
目
的
」
に
戻
り
ま
す
と
、

ひ
と
つ
は
「
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
に
お
け
る
フ
ァ
ナ
ー
説
の
変
遷
を

検
証
す
る
」。
ふ
た
つ
目
が
、「
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
を
再
検
証
す
る
」

と
い
う
こ
と
で
し
た
。
ま
ず
、
こ
の
ふ
た
つ
目
の
ほ
う
か
ら
申

し
上
げ
ま
す
。

体
験
的
神
秘
主
義
・
哲
学
的
神
秘
主
義
・
倫
理

　

ま
ず
は
、
古
典
期
の
最
初
に
見
て
い
た
だ
い
た
の
は
、
神
秘

主
義
と
い
う
も
の
を
認
め
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
何
よ
り
体
験

と
し
て
認
め
る
。「
体
験
的
神
秘
主
義
と
し
て
の
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
」

で
す
。

　

そ
れ
か
ら
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
に
な
る
と
、
そ
れ
を
哲
学
体
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系
と
し
て
、
存
在
論
と
し
て
確

立
し
よ
う
と
す
る
。
そ
う
い
う

「
哲
学
的
神
秘
主
義
と
し
て
の

ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
」
も
あ
る
。

　

そ
れ
か
ら
、
全
く
神
秘
主
義

で
は
な
く
て
倫
理
・
道
徳
と
い

う
レ
ベ
ル
で
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
を

理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
人
も

い
る
。「
倫
理
と
し
て
の
ス
ー

フ
ィ
ズ
ム
」
と
言
え
ま
す
。

　

こ
の
人
た
ち
は
、
い
ず
れ
も

ス
ー
フ
ィ
ー
と
い
う
言
葉
、
あ

る
い
は
フ
ァ
ナ
ー
と
い
う
ス
ー

フ
ィ
ズ
ム
の
カ
ギ
概
念
を
用
い

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
説
明
を
し
て

い
る
わ
け
で
す
。
図
式
化
し
ま

す
と
表
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

で
は
、
目
的
の
ひ
と
つ
目
の

「
フ
ァ
ナ
ー
説
の
変
遷
の
検
証
」

は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

　

古
典
期
の
ス
ー
フ
ィ
ー
は
倫
理
か
ら
始
ま
り
、
霊
魂
論

─

神
秘
体
験
で
す
ね
、
体
験
に
基
づ
く
「
消
滅
」
と
い
う
と
こ
ろ

に
話
を
も
っ
て
い
き
ま
す
。
存
在
論
的
な
も
の
は
一
切
論
じ
ま

せ
ん
。「
そ
う
い
う
ふ
う
に
一
瞬
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ

な
い
け
れ
ど
も
、
実
際
に
は
存
在
自
体
が
変
わ
っ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
」
と
、
わ
ざ
わ
ざ
断
り
書
き
を
し
て
い
る
。

　

イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
に
な
る
と
、
倫
理
を
最
初
か
ら
超
え
よ

う
と
し
ま
す
。
そ
こ
か
ら
始
ま
っ
て
、
霊
的
体
験
、
神
秘
体
験

を
経
て
、
し
か
し
、
そ
れ
は
単
に
一
時
的
な
体
験
と
し
て
起
こ
っ

て
い
る
だ
け
で
は
な
く
て
、
世
界
そ
の
も
の
が
そ
も
そ
も
そ
う

い
う
ふ
う
に
で
き
て
い
る
の
だ
、
と
主
張
す
る
。
こ
れ
が
イ
ブ

ン
・
ア
ラ
ビ
ー
の
広
大
な
宇
宙
論
で
す
。

　

正
反
対
に
な
る
の
が
、
イ
ブ
ン
・
タ
イ
ミ
ー
ヤ
で
、
彼
に
と
っ

て
は
倫
理
こ
そ
が
大
事
で
あ
り
、
存
在
一
性
論
は
と
ん
で
も
な

い
妄
論
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
霊
魂
論
が
微
妙
な
ラ
イ
ン

で
、
先
ほ
ど
見
ま
し
た
よ
う
に
、
神
秘
体
験
的
な
も
の
は
ア

ブ
ー
・
ヤ
ズ
ィ
ー
ド
・
バ
ス
タ
ー
ミ
ー
な
ん
か
に
よ
く
起
こ
る

と
い
う
程
度
の
評
価
で
す
か
ら
、
○
な
の
か
も
し
れ
な
い
し
、

倫　理 
霊魂論

（神秘体験）
存在論

（神秘哲学）

１．古典期のスーフィー ○　 　◎ ×

２．イブン・アラビー × ○　 　◎

３．イブン・タイミーヤ ◎ △ ×

表　スーフィズムの諸相
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×
な
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
ち
ょ
っ
と
わ
か
り
に
く
い
で
す
。

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
多
く
の
ス
ー
フ
ィ
ー
に
起
こ
る
」
だ

け
だ
っ
た
ら
、
わ
り
と
好
意
的
だ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
例

と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
バ
ス
タ
ー
ミ
ー
と
い
う
人
物
は
、
例

の
「
我
は
神
な
り
」
と
唱
え
た
ハ
ッ
ラ
ー
ジ
ュ
の
少
し
先
輩
で
、

「
我
に
讃
え
あ
れ
」
と
言
っ
た
人
で
す
。
普
通
は
「
ア
ッ
ラ
ー
に

讃
え
あ
れ
」
と
言
い
ま
す
が
、「
ア
ッ
ラ
ー
」
の
と
こ
ろ
を
「
私
」

に
替
え
て
「
私
に
讃
え
あ
れ
」
と
言
っ
た
わ
け
で
す
。
要
す
る

に
、「
私
は
神
だ
」「
私
は
ア
ッ
ラ
ー
だ
」
と
言
っ
た
の
と
同
じ

な
の
で
、
ち
ょ
っ
と
異
端
視
さ
れ
る
可
能
性
の
高
い
ス
ー
フ
ィ
ー

で
す
。

　

そ
う
い
う
人
物
を
わ
ざ
わ
ざ
代
表
例
と
し
て
挙
げ
て
、
な
お

か
つ
「
多
く
の
ス
ー
フ
ィ
ー
に
起
こ
る
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
、

彼
が
ど
の
へ
ん
を
実
際
に
は
考
え
て
い
る
の
か
、
限
り
な
く
×

に
近
い
ほ
う
で
こ
の
話
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
多
く
の

ス
ー
フ
ィ
ー
に
起
こ
る
の
だ
か
ら
許
容
さ
れ
る
範
囲
だ
と
言
お

う
と
し
て
い
る
の
か
、
あ
の
一
文
で
は
読
み
か
ね
る
と
こ
ろ
が

あ
り
ま
す
。
微
妙
な
と
こ
ろ
で
す
。

６　

ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
の
３
極
構
造

６
・
１　

民
間
信
仰
と
し
て
の
聖
者
崇
拝

　

こ
こ
ま
で
で
一
応
、
本
論
は
終
わ
り
ま
す
が
、
少
し
だ
け
、

お
ま
け
が
付
い
て
い
ま
す
。

　

実
は
い
ま
挙
げ
た
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
と
、
イ
ブ
ン
・
タ
イ

ミ
ー
ヤ
が
、
ど
ち
ら
も
聖
者
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う

話
で
す
。

　

両
者
の
お
墓
は
シ
リ
ア
の
ダ
マ
ス
ク
ス
に
あ
り
ま
す
。
イ
ブ

ン
・
ア
ラ
ビ
ー
の
墓
は
、
モ
ス
ク
に
な
っ
て
い
て
、
彼
の
墓
廟

は
ガ
ラ
ス
張
り
の
箱
み
た
い
な
も
の
に
囲
ま
れ
て
い
ま
す
。
私

も
、
何
度
も
お
参
り
に
行
っ
て
い
ま
す
が
、
内
戦
の
た
め
、
行

け
な
く
な
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
イ
ブ
ン
・
タ
イ
ミ
ー
ヤ
の
ほ
う
は
、
本
人

が
聖
者
信
仰
を
激
し
く
批
判
し
て
い
ま
し
た
の
で
、
死
後
に
自

分
が
崇
拝
さ
れ
る
の
は
さ
ぞ
か
し
不
本
意
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

彼
が
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
批
判
を
し
た
際
、
タ
ー
ゲ
ッ
ト
は
ふ
た
つ

あ
り
ま
し
た
。
ひ
と
つ
は
神
秘
主
義
哲
学
で
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ

ビ
ー
学
派
を
激
し
く
た
た
き
ま
す
。
返
す
刀
で
彼
が
斬
っ
て
い
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た
の
は
、「
無
知
蒙
昧
な
連
中
」
が
聖
者
信
仰
に
伴
っ
て
行
っ
て

い
る
ば
か
げ
た
慣
行
で
す
。
例
え
ば
、
お
墓
に
行
っ
て
自
分
の

頬
っ
ぺ
た
を
す
り
つ
け
る
と
か
、
何
か
供
物
を
あ
げ
て
御
下
が

り
を
も
ら
っ
て
来
る
と
か
、
こ
う
し
た
慣
習
は
世
界
中
で
あ
る

と
思
う
の
で
す
が
、「
こ
う
い
う
こ
と
は
一
神
教
に
反
す
る
」
と

い
う
の
が
イ
ブ
ン
・
タ
イ
ミ
ー
ヤ
の
説
で
す
。

　

確
か
に
、
あ
あ
い
う
行
為
は
ア
ッ
ラ
ー
以
外
の
何
か
に
不
思

議
な
力
が
あ
る
、
功
徳
が
あ
る
と
思
っ
て
、
お
願
い
に
行
っ
て

い
る
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
な
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で

は
、
イ
ブ
ン
・
タ
イ
ミ
ー
ヤ
は
、
す
ご
く
シ
ャ
ー
プ
に
一
神
論

を
突
き
詰
め
て
い
る
感
じ
で
す
。
だ
か
ら
、
そ
の
と
き
に
聖
者

信
仰
を
激
し
く
彼
は
た
た
く
わ
け
で
す
。
聖
者
廟
参
詣
の
行
為

そ
の
も
の
を
厳
し
く
非
難
し
て
、
彼
自
身
も
も
ち
ろ
ん
聖
者
廟

参
詣
は
一
切
し
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
皮
肉
な
こ
と
に
、
彼
の

死
後
、
お
墓
は
す
ご
い
参
詣
場
所
に
な
り
、
人
々
が
群
れ
を
な

す
と
い
う
状
態
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

も
と
も
と
、
彼
は
ス
ー
フ
ィ
ー
の
大
き
な
共
同
墓
地
に
埋
め

ら
れ
ま
し
た
。
彼
の
弟
は
ス
ー
フ
ィ
ー
で
、
記
録
に
よ
る
と
そ

の
隣
に
埋
め
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
で
す
。
た
だ
、
そ
の
後
、
戦

間
期
に
フ
ラ
ン
ス
軍
が
占
領
し
て
、
墓
を
全
部
壊
し
て
病
院
を

建
て
た
際
に
、
イ
ブ
ン
・
タ
イ
ミ
ー
ヤ
の
墓
だ
け
が
残
さ
れ
た

そ
う
で
す
。
鉄
格
子
で
囲
ま
れ
、
人
々
も
あ
ま
り
近
づ
か
な
く

イブン・アラビー廟の内陣。緑色のガラスケースに、アラビーの棺が入っている。
廟は、ダマスカスの街を一望するカシオン山の中腹にある
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て
、
明
ら
か
に
参
詣
の
対
象
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
は
多
分
、
聖
者
と
し
て
尊

崇
さ
れ
て
よ
か
っ
た
と
思
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。

他
方
、
イ
ブ
ン
・
タ
イ
ミ
ー
ヤ
は
苦
々
し
い
と
思
っ

て
い
る
と
思
い
ま
す
。
と
も
か
く
、
こ
う
い
う
正

反
対
の
両
者
が
、
ふ
た
り
と
も
聖
者
と
し
て
尊
崇

さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
事
態
に
な
り
、
ス
ー
フ
ィ

ズ
ム
の
「
民
間
信
仰
」
と
し
て
の
側
面
が
一
部
こ

こ
に
現
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

６
・
２　
「
神
秘
主
義
だ
け
で
は
な
い
」

　
　
　

ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
の
多
様
性

　

冒
頭
に
「
３
極
構
造
」
を
お
見
せ
し
ま
し
た
。

「
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
と
は
何
な
の
か
」
と
い
う
場
合
、

従
来
は
「
イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
だ
」
と
定
義
し

て
き
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
は
不
十
分
だ
と
い
う
こ

と
を
言
う
た
め
に
、
あ
え
て
定
義
を
し
な
い
で
、

分
析
の
枠
組
で
示
し
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
軸
に

変
数
を
取
っ
て
説
明
を
し
て
み
ま
す
。

　

例
え
ば
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ

ビ
ー
だ
と
、
神
秘
主
義
︵
Ｘ
軸
︶

が
ビ
ュ
ー
ッ
と
伸
び
て
い
く
わ

け
で
す
。
さ
っ
き
申
し
ま
し
た

よ
う
に
道
徳
の
側
面
は
な
い
の

で
、
道
徳
の
と
こ
ろ
の
Ｙ
軸
を

ゼ
ロ
に
す
る
。
彼
自
身
が
す
ご

く
エ
リ
ー
ト
で
、
民
間
信
仰
の

と
こ
ろ
も
お
そ
ら
く
ほ
と
ん
ど

な
か
っ
た
。
多
分
、
イ
ブ
ン
・

ア
ラ
ビ
ー
の
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
は

Ｘ
軸
だ
け
が
伸
び
た
形
に
な
り

ま
す
。
他
方
、
イ
ブ
ン
・
タ
イ

ミ
ー
ヤ
の
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
は
、

ひ
た
す
ら
道
徳
的
で
神
秘
主
義

を
一
切
否
定
し
て
い
る
。
民
間

信
仰
も
完
全
に
否
定
し
て
い
る

の
で
、
彼
の
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
は

Ｙ
軸
だ
け
に
な
る
。

図 2　 ３極構造による各時代スーフィズムの図式化
（東長靖『イスラームとスーフィズム』名古屋大学出版会、47頁から転載）
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多
く
は
、
こ
ん
な
に
極
端
で
は
な
く
て
、
例
え
ば
古
典
期
だ

と
、
道
徳
か
ら
始
ま
っ
て
神
秘
主
義
ま
で
発
展
し
ま
す
が
、
民

衆
が
ま
だ
入
っ
て
来
て
い
な
く
て
、
エ
リ
ー
ト
な
の
で
、
多
分
、

Ｘ
軸
と
Ｙ
軸
だ
け
で
、
下
に
ぺ
っ
た
り
く
っ
つ
い
た
形
に
な
り

ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
中
世
に
な
る
と
、
民
間
信
仰
が
非
常
に
激

し
く
強
く
な
っ
て
き
て
、
同
時
に
神
秘
主
義
哲
学
も
発
展
し
、

道
徳
的
な
も
の
も
非
常
に
強
く
出
て
い
る
の
で
、
ほ
ぼ
き
れ
い

な
三
角
錐
み
た
い
な
も
の
が
で
き
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
ま

た
近
現
代
に
な
る
と
道
徳
の
Ｙ
軸
が
伸
び
て
い
き
ま
す
︵
図
２
を

参
照
︶。

　

一
応
、
こ
の
３
要
素
を
考
え
れ
ば
、
い
ろ
い
ろ
な
時
空
間
の

ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
と
い
う
も
の
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
か
な
と
考

え
て
作
っ
て
い
る
の
が
こ
の
３
極
構
造
論
で
す
。

　
質
疑
応
答

【
質
問
者
Ａ
】
ク
シ
ャ
イ
リ
ー
の
場
合
で
も
、イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー

の
場
合
で
も
、「
自
分
自
身
か
ら
の
消
滅
」
と
い
う
の
が
語
ら
れ

ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
自
分
自
身
が
消
滅
し
た
後
、
消
滅
を
遂

行
す
る
主
体
は
一
体
ど
う
考
え
ら
れ
て
い
る
の
か
を
お
聞
き
し

ま
す
。

【
講
師
】
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
、
こ
こ
は
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。

た
だ
、
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
に
お
い
て
、
あ
ま
り
そ
う
い
う
議
論
は

さ
れ
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
ひ
と
つ
の
考
え
方
と
し
て
、
例

え
ば
、
自
分
の
中
に
ガ
ス
が
充
填
さ
れ
て
い
る
と
し
ま
す
。
そ

う
す
る
と
、
自
分
が
消
滅
す
る
と
、
そ
の
分
だ
け
、
ガ
ス
が
出

て
行
く
。
す
る
と
、
そ
こ
の
部
分
は
気
圧
が
減
る
の
で
、
外
か

ら
神
の
ガ
ス
が
入
っ
て
来
る
と
考
え
ま
す
。
そ
れ
で
、
一
定
の

圧
が
保
た
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
少
し
ず
つ
進
化
し
て
、
神
の

要
素
が
多
く
入
っ
て
い
る
私
と
な
っ
て
、
そ
の
先
へ
と
進
ん
で

い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

【
質
問
者
Ａ
】
で
は
、
神
自
身
が
消
滅
を
遂
行
す
る
わ
け
で
す
か
。

【
講
師
】
神
そ
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
ス
ー
フ
ィ
ズ

ム
で
は
人
と
神
と
の
間
が
厳
格
な
一
神
教
ほ
ど
遠
く
な
い
の
で
、

そ
の
間
を
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
で
つ
な
い
で
い
く
よ
う
な
考
え
方

を
し
ま
す
。

　

一
応
そ
う
お
答
え
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、
今
後
の
課
題
と
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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【
質
問
者
Ｂ
︼
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
の
フ
ァ
ナ
ー
説
の
最
初
の

「
罪
か
ら
の
消
滅
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
、「
こ
の
状
態
で
、
神
秘

家
は
﹃
す
べ
て
の
行
為
は
正
し
い
﹄
と
認
識
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、

す
べ
て
の
行
為
は
神
の
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
」
と
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
「
す
べ
て
の
行
為
は
ア
ッ
ラ
ー
に
帰
す
」
と
い
う
テ
ー

ゼ
が
あ
っ
て
言
う
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、「
す
べ
て
の
行
為
」
と

い
う
の
は
ど
こ
ま
で
含
ん
で
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
例
え
ば
、

現
代
の
認
識
論
で
は
、
考
え
る
こ
と
や
信
じ
る
こ
と
を
「
行
為
」

に
入
れ
る
か
入
れ
な
い
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
イ
ブ
ン
・

ア
ラ
ビ
ー
の
場
合
、「
行
為
」
に
は
「
認
識
す
る
」
よ
う
な
こ
と

も
入
る
の
か
。
入
る
と
す
る
と
、
そ
も
そ
も
こ
う
い
う
こ
と
を

や
っ
て
い
る
こ
と
自
体
も
「
神
の
も
の
」
と
い
う
こ
と
に
な
る

の
だ
ろ
う
か
と
い
う
質
問
で
す
。

【
講
師
】
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
こ
で
の
「
行
為
」
に
は
、

意
識
は
入
っ
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
先
ほ
ど
紹
介
し
た
イ
ブ

ン
・
ア
ラ
ビ
ー
の
「
７
段
階
の
フ
ァ
ナ
ー
説
」
で
は
、
①
が
「
罪

か
ら
の
消
滅
」
で
、
②
が
「
す
べ
て
の
行
為
か
ら
」、
③
が
「
属

性
と
性
質
か
ら
」、
④
が
「
自
分
自
身
の
本
質
か
ら
」
と
い
う
段

階
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
明
ら
か
に
外
的
な
も
の
か
ら
内
的
な

も
の
へ
、
人
間
の
本
質
に
向
か
っ
て
順
に
消
滅
し
て
い
く
と
い

う
構
造
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

神
に
つ
い
て
も
そ
う
で
す
し
、
人
間
に
つ
い
て
も
パ
ラ
レ
ル

に
議
論
し
ま
す
が
、
ま
ず
存
在
の
「
本
質
」
が
あ
っ
て
、
人
間

の
場
合
は
諸
名
が
あ
り
、
神
の
場
合
は
神
名
が
あ
り
ま
す
。
そ

れ
か
ら
「
属
性
と
性
質
」
が
あ
り
、
そ
の
下
に
初
め
て
「
行
為
」

が
あ
る
と
考
え
ま
す
。
で
す
か
ら
、
意
識
の
レ
ベ
ル
は
属
性
の

レ
ベ
ル
に
入
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

実
際
、
行
為
と
い
う
の
は
別
の
言
い
方
で
「
跡あ

と

」
と
言
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
何
か
し
て
い
る
こ
と
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
何

か
を
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
も
の
と
い
う
含
み
で
す
。

例
え
ば
、
神
の
行
為
と
い
う
の
は
、
神
が
何
か
を
創
る
こ
と
と

も
言
え
ま
す
が
、
実
際
に
は
神
が
創
り
出
し
た
も
の
の
こ
と
を

「
神
の
跡
」
と
言
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
行
為
そ
れ
自
体
は
意
識

の
レ
ベ
ル
か
ら
は
外
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　【
質
問
者
Ｃ
】
私
も
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
の
「
罪
か
ら
の
消
滅
」

に
つ
い
て
の
質
問
で
す
。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
に
と
っ
て
の
「
六
信
五
行
︵
六
つ
の
信
条
と
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五
つ
の
義
務
︶」
の
中
の
六
信
に
、「
カ
ダ
ル
」
つ
ま
り
「
定
命
︵
運

命
は
神
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
︶
を
信
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
い
う
教
え
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
と
、

イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
が
「
す
べ
て
の
行
為
は
正
し
い
⋮
⋮
す
べ

て
の
行
為
は
神
の
も
の
で
あ
る
か
ら
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
と

が
、
つ
な
が
っ
て
い
る
の
か
な
と
思
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
つ

い
て
。

【
講
師
】
こ
れ
は
結
構
、
大
問
題
に
な
り
ま
す
。
カ
ダ
ル
と
い
う

の
は
「
す
べ
て
は
神
の
定
め
ら
れ
た
予
定
だ
、
神
の
摂
理
だ
」

と
い
う
説
で
、
イ
ス
ラ
ー
ム
で
は
こ
れ
が
主
流
説
で
す
。
そ
の

意
味
で
は
、「
す
べ
て
の
行
為
は
正
し
い
」
と
い
う
「
行
為
」
を

「
神
の
な
さ
る
行
為
」
と
考
え
れ
ば
、
こ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
す
。

で
す
か
ら
、
ア
ラ
ビ
ー
の
こ
の
論
の
「
す
べ
て
の
行
為
は
」
と

い
う
の
は
「
人
間
の
行
為
」
で
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
ほ
か
な

ら
ぬ
「
神
の
行
為
」
だ
と
彼
は
こ
こ
で
は
同
定
し
て
い
る
わ
け

で
す
。
神
の
行
為
が
正
し
い
と
い
う
こ
と
に
異
を
唱
え
る
論
者

は
ひ
と
り
も
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
れ
を
「
人
間
の
行
為
と

同
定
し
て
い
る
」
と
い
う
、
そ
こ
に
は
問
題
が
あ
る
と
い
う
神

学
的
な
批
判
は
あ
り
得
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

【
質
問
者
Ｄ
】
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
が
体
験
し
た
よ
う
な
神
秘
体

験
に
つ
い
て
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
見
て

い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
の
場
合
で
あ
れ

ば
、
イ
エ
ス
の
存
在
を
ど
う
見
て
、
ど
う
位
置
づ
け
る
の
か
と

い
う
こ
と
自
体
が
、
重
要
な
神
学
的
論
争
に
な
り
ま
す
。
彼
は
、

最
高
に
し
て
最
後
の
預
言
者
で
あ
る
ム
ハ
ン
マ
ド
の
存
在
や
体

験
を
ど
う
見
て
い
る
の
か
。
あ
ま
り
に
も
恐
れ
多
い
か
ら
言
及

が
な
い
の
か
、
言
及
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
ど
う
い
う
存
在
と

し
て
な
の
か
、
教
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

【
講
師
】
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
は
、
ム
ハ
ン
マ
ド
に
関
し
て
繰
り

返
し
言
及
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
イ
ス
ラ
ー

ム
神
秘
主
義
と
言
わ
れ
て
い
る
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
が
、
イ
ス
ラ
ー

ム
の
中
で
傍
流
に
な
っ
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
ス
ー

フ
ィ
ズ
ム
が
異
端
審
問
を
受
け
た
こ
と
も
、
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま

せ
ん
。
常
に
主
流
を
歩
い
て
い
ま
す
。

　

ム
ハ
ン
マ
ド
に
関
し
て
は
、
も
ち
ろ
ん
理
想
的
人
間
と
し
て

描
か
れ
て
い
て
、
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
で
は
「
完
全
人
間
」
と
い
う

言
葉
を
使
い
ま
す
が
、
理
想
的
人
間
で
あ
り
、
人
間
の
イ
デ
ア

で
あ
り
、
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
で
す
。
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そ
の
場
合
に
よ
く
引
か
れ
る
の
が
、
ム
ハ
ン
マ
ド
の
言
行
録

「
ハ
デ
ィ
ー
ス
」
の
中
の
言
葉
で
す
。「
ア
ダ
ム
が
土
と
水
の
中

に
い
る
と
き
に
、
私
は
も
う
預
言
者
だ
っ
た
」
と
い
う
の
で
す
。

水
と
土
を
こ
ね
て
、
そ
こ
に
神
様
が
息
を
吹
き
か
け
て
人
間
の

ア
ダ
ム
が
生
ま
れ
る
以
前
、
つ
ま
り
、
ま
だ
人
間
が
創
ら
れ
る

前
に
、
も
う
ム
ハ
ン
マ
ド
が
存
在
し
て
い
て
、
な
お
か
つ
預
言

者
だ
っ
た
と
い
う
の
で
す
。

　

こ
れ
は
、も
ち
ろ
ん
歴
史
的
ム
ハ
ン
マ
ド
と
は
違
う
の
で
、「
ム

ハ
ン
マ
ド
の
光
︵
ヌ
ー
ル
・
ム
ハ
ン
マ
デ
ィ
ー
︶」
と
か
「
ム
ハ
ン

マ
ド
の
真
実
在
︵
ハ
キ
ー
カ
・
ム
ハ
ン
マ
デ
ィ
ー
ヤ
︶」
と
か
、
別

の
言
葉
を
わ
ざ
わ
ざ
作
り
出
し
て
、
理
想
形
の
ム
ハ
ン
マ
ド
の

こ
と
を
語
っ
て
い
ま
す
。
仏
教
の
三
身
説
で
言
う
法
身
の
よ
う

な
存
在
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

【
質
問
者
Ｄ
】
そ
の
理
念
系
的
な
ム
ハ
ン
マ
ド
が
モ
デ
ル
だ
と
す

る
と
、
修
行
者
は
そ
こ
に
合
一
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
い
た

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
か
。

【
講
師
】
歴
史
的
に
そ
う
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
合
一
の

対
象
は
、
や
は
り
ム
ハ
ン
マ
ド
で
は
な
く
て
神
で
な
け
れ
ば
い

け
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
多
数
派
の
理
解
だ
と
思
い
ま
す
。
た
だ
し
、

修
行
の
段
階
と
し
て
、
ま
ず
自
分
の
師
に
合
一
し
、
次
い
で
ム

ハ
ン
マ
ド
に
合
一
し
た
う
え
で
、
最
後
に
ア
ッ
ラ
ー
へ
の
合
一

が
な
し
遂
げ
ら
れ
る
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
。

【
質
問
者
Ｅ
】
先
ほ
ど
、「
い
ま
の
イ
ス
ラ
ム
原
理
主
義
者
に

と
っ
て
、
イ
ブ
ン
・
タ
イ
ミ
ー
ヤ
が
大
き
な
存
在
で
あ
る
」
と

教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ス
ン
ナ
派
の
中
で
も
決
し
て
主
流

で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
の
本
が
非
常
に
熱
心
に
読
ま

れ
て
い
る
と
。
原
理
主
義
と
言
わ
れ
て
い
る
人
た
ち

─
例
え

ば
問
題
に
な
っ
て
い
る
「
Ｉ
Ｓ
」
に
対
し
て
、
世
界
は
彼
ら
の

主
張
を
ほ
と
ん
ど
理
解
し
な
い
ま
ま
、
武
力
だ
け
で
対
応
し
よ

う
と
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
彼
ら
の
思
想
と
イ
ブ
ン
・
タ
イ

ミ
ー
ヤ
は
ど
う
い
う
点
で
共
通
点
が
あ
り
、
な
ぜ
彼
ら
が
引
き

付
け
ら
れ
る
の
か
。
こ
の
へ
ん
を
教
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

【
講
師
】
こ
の
分
野
は
私
の
専
門
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
一
応
努

力
し
て
お
答
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

共
感
さ
れ
て
い
る
最
も
強
い
点
は
、「
イ
ス
ラ
ー
ム
法
を
厳
格

に
施
行
す
べ
き
だ
」
と
い
う
主
張
だ
と
思
い
ま
す
。
イ
ブ
ン
・
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タ
イ
ミ
ー
ヤ
が
置
か
れ
て
い
た
時
代
は
、
そ
れ
ま
で
の
強
力
な

国
家
が
モ
ン
ゴ
ル
と
い
う
外
敵
に
よ
っ
て
、
も
ろ
く
も
崩
壊
し

て
い
く
時
代
で
し
た
。
領
土
が
蹂
躙
さ
れ
て
い
き
、
同
時
に
こ

れ
ま
で
「
イ
ス
ラ
ー
ム
法
」
で
統
治
さ
れ
て
い
た
秩
序
が
全
く

ズ
タ
ズ
タ
に
さ
れ
て
い
く
時
代
で
す
。

　

そ
こ
で
彼
が
第
一
に
訴
え
た
の
は
、
と
に
か
く
「
イ
ス
ラ
ー

ム
法
」
を
し
っ
か
り
と
施
行
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
そ
れ
に

基
づ
く
国
家
を
作
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
点
で
し
た
。

Ｉ
Ｓ
も
、「
イ
ス
ラ
ー
ム
法
に
厳
格
に
従
う
べ
き
だ
」
と
い
う
主

張
を
し
て
い
ま
す
。
も
っ
と
も
、
彼
ら
な
り
の
「
イ
ス
ラ
ー
ム
法
」

で
あ
り
、
多
く
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
考
え
て
い
る
イ
ス
ラ
ー

ム
法
と
同
じ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

人
気
が
あ
る
２
番
目
の
理
由
は
、
イ
ブ
ン
・
タ
イ
ミ
ー
ヤ
が

学
者
で
あ
り
な
が
ら
自
ら
法
的
意
見
︵
フ
ァ
ト
ワ
ー
︶
を
出
し
て
、

皆
で
剣
を
取
っ
て
モ
ン
ゴ
ル
軍
に
立
ち
向
か
お
う
と
呼
び
か
け
、

実
際
に
自
ら
戦
闘
に
出
て
行
っ
た
と
い
う
、
そ
の
行
動
力
で
す
。

武
力
を
も
っ
て
相
手
を
撃
退
す
る
と
い
う
気
迫
が
、
共
感
を
呼

ん
で
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
、
い
わ
ゆ
る
原
理
主
義
の
勢
力
に
は
、
こ
れ
ま
で
タ
ー

リ
バ
ー
ン
が
あ
り
、
ア
ル
カ
ー
イ
ダ
が
あ
り
、
Ｉ
Ｓ
が
あ
り
と

続
い
て
い
ま
す
が
、
イ
ブ
ン
・
タ
イ
ミ
ー
ヤ
ら
の
古
典
の
思
想

に
つ
い
て
は
、
ど
う
も
原
理
主
義
者
た
ち
の
リ
テ
ラ
シ
ー
が
ど

ん
ど
ん
下
が
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
い
ま
す
。
最
近
に
な

る
ほ
ど
、
あ
ま
り
き
ち
ん
と
勉
強
し
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
い
う
印
象
を
も
っ
て
い
ま
す
。

︵
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