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西
洋
文
明
と
イ
ス
ラ
ー
ム
文
明
と
の
対
話
は
可
能
か
？

マ
リ
エ
ッ
タ
・
ス
テ
パ
ニ
ャ
ン
ツ

山
崎
達
也　

訳

寄
稿は

じ
め
に

　

こ
れ
ら
の
二
つ
の
文
明
間
対
話
の
意
義
に
つ
い
て
多
く
の
こ

と
が
話
さ
れ
て
い
る
現
代
に
あ
っ
て
、
こ
の
対
話
の
可
能
性
を

問
題
に
す
る
の
は
奇
妙
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
た
し

か
に
国
連
、
各
国
政
府
、
著
名
な
公
共
ス
ポ
ー
ク
ス
マ
ン
の
よ

う
な
国
際
組
織
の
か
な
り
多
く
が
あ
ら
ゆ
る
場
で
文
明
間
対
話

を
話
題
に
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
す
が
、
し
か
し
そ
う
で
あ

っ
て
も
、
率
直
に
言
え
ば
、
緊
張
が
緩
和
さ
れ
た
り
、
敵
対
行

為
や
侵
略
行
為
が
な
く
な
っ
た
り
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い

の
が
現
状
で
す
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
戦
争
や
テ
ロ
行
為
は
数
字

の
上
で
は
増
加
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
上
に
述
べ
た
問
い

を
つ
ね
に
考
え
つ
づ
け
、
グ
ロ
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
新
た

な
世
界
情
況
の
な
か
で
こ
の
対
話
に
つ
い
て
話
し
合
う
こ
と
は

き
わ
め
て
時
宜
に
適
っ
た
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
。

１　

対
話
に
対
す
る
否
定
的
見
解
と
そ
の
根
拠

　

こ
の
問
い
に
対
し
て
否
定
的
に
答
え
よ
う
と
す
る
人
は
必
ず

い
る
の
で
す
が
、
そ
の
よ
う
な
人
の
な
か
に
は
、
行
動
に
よ
っ

て
す
な
わ
ち
戦
争
や
テ
ロ
行
為
に
よ
っ
て
「
応
答
」
し
て
い
る
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人
た
ち
も
い
ま
す
。
対
話
の
可
能
性
を
信
じ
な
い
だ
け
で
は
な

く
、
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
（
き
わ
め
て
利
己
的
で
政
治
的
・
経
済
的
な

理
由
が
ほ
と
ん
ど
な
の
で
す
が
）
を
も
っ
て
対
話
の
実
現
に
対
し
て

強
力
に
抵
抗
す
る
人
た
ち
も
い
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
情
況

の
危
険
因
子
を
避
け
る
唯
一
の
方
法
は
、
広
範
囲
に
及
ぶ
世
論

に
代
わ
っ
て
実
際
に
圧
力
を
か
け
る
こ
と
で
対
抗
す
る
こ
と
し

か
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
に
な
る
場

と
は
こ
の
場
、
す
な
わ
ち
知
識
人
の
役
割
と
責
任
が
最
も
重
要

な
意
義
を
持
つ
場
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
残
念
な
こ
と
に
、
知
性
を
磨
い
た
人
た
ち
の
な
か
で

さ
え
も
、
対
話
の
可
能
性
と
成
果
に
対
し
て
疑
い
の
眼
差
し
を

向
け
る
人
た
ち
が
い
ま
す
。
た
と
え
ば
数
ヶ
月
前
の
こ
と
に
な

り
ま
す
が
、
今
年
（
二
〇
〇
五
年
）
の
六
月
に
ホ
ノ
ル
ル
で
開
か

れ
た
第
九
回
東
西
哲
学
者
会
議
の
席
上
、
最
も
尊
敬
さ
れ
て
い

る
著
名
な
哲
学
者
の
ひ
と
り
が
、
文
化
間
対
話
と
は
た
だ
の
か

ら
騒
ぎ
を
し
て
い
る
だ
け
だ
と
述
べ
、
そ
の
有
益
性
に
対
し
て

疑
い
を
抱
い
て
い
る
こ
と
を
認
め
ま
し
た
。
彼
の
考
え
に
よ
れ

ば
、
文
化
の
《
異
種
混
合
》（hybridization

）
の
プ
ロ
セ
ス
は
結

局
の
と
こ
ろ
、
す
べ
て
の
文
化
が
一
な
る
文
化
に
統
一
さ
れ
て

い
く
と
考
え
ら
れ
て
い
る
た
め
、
文
化
の
多
様
性
は
通
貨
の
違

い
と
同
様
、
無
用
な
も
の
に
な
っ
て
い
く
と
の
こ
と
で
し
た
。

　

さ
ら
に
は
、
文
化
間
の
対
話
を
は
っ
き
り
と
認
め
て
い
る
人

た
ち
の
間
に
あ
っ
て
も
、
合
意
に
達
し
て
い
な
い
の
が
現
状
で

す
。
と
い
う
の
も
、
対
話
の
最
終
目
的
を
い
か
に
理
解
す
る
か

と
い
う
点
に
お
い
て
、
意
見
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
か
ら
な

の
で
す
。
例
を
あ
げ
ま
す
と
、
一
つ
の
文
明
の
創
造
、
す
な
わ

ち
他
の
文
明
に
対
し
て
そ
の
文
明
の
優
越
性
を
「
納
得
さ
せ
る

こ
と
」
に
よ
っ
て
、
他
の
文
明
を
支
配
す
る
一
な
る
（
自
分
た
ち

に
固
有
な
）
文
明
を
創
造
す
る
こ
と
が
対
話
の
目
的
で
あ
る
べ
き

だ
と
考
え
て
い
る
人
た
ち
も
わ
ず
か
で
す
が
い
る
こ
と
は
い
る

の
で
す
。
ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
の
地
域
に
結
果
的
に
「
民

主
主
義
的
生
活
の
利
点
を
理
解
」
さ
せ
よ
う
と
す
る
「
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
文
明
を
開
花
さ
せ
る
ミ
ッ
シ
ョ
ン
」（the European m

ission 

civilizatrice

）
を
主
張
す
る
人
た
ち
も
い
ま
す
。
さ
ら
に
ま
た
、

フ
ラ
ン
シ
ス
・
フ
ク
ヤ
マ
（Francis Fukuyam

a, 1952 -

）
を
は
じ

め
と
す
る
人
た
ち
は
、「
世
界
の
政
治
を
支
配
し
続
け
よ
う
と
す

る
唯
一
の
シ
ス
テ
ム
、
す
な
わ
ち
リ
ベ
ラ
ル
な
民
主
的
な
西
洋

の
シ
ス
テ
ム
し
か
存
在
し
て
い
な
い
が
ゆ
え
に
、
歴
史
の
終
わ
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り
」
と
明
言
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
彼
は
、
時
流
は
欧
米
型
近

代
性
（m

odernity

）
の
方
に
あ
る
と
信
じ
て
い
る
わ
け
で
、「
勝

利
を
つ
か
も
う
と
す
る
ア
メ
リ
カ
の
意
志
が
あ
ふ
れ
て
い
る
こ

と
を
認
め
て
い
る（１
）」
の
で
す
。

２　

現
代
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
の
位
置

　

し
か
し
、
い
ま
述
べ
た
主
張
に
対
し
て
最
強
の
対
抗
勢
力
が

ム
ス
リ
ム
の
側
か
ら
台
頭
し
て
き
て
い
ま
す
。
抵
抗
の
姿
勢
は

多
く
の
方
面
か
ら
わ
き
あ
が
っ
て
き
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、

権
力
を
握
っ
て
い
る
人
た
ち
や
権
力
の
た
め
に
戦
っ
て
い
る
人

た
ち
、
社
会
の
不
公
平
を
強
い
ら
れ
て
い
る
人
た
ち
、
宗
教
的

教
条
主
義
者
た
ち
な
ど
で
す
。
ム
ス
リ
ム
た
ち
は
た
だ
抵
抗
し

て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
自
分
た
ち
独
自
の
支
配
を
要
求
す
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
最
近
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
い
ま
述
べ
た

方
向
へ
と
向
い
つ
つ
あ
っ
た
イ
ス
ラ
ー
ム
学
界
の
ム
ー
ド
を
一

変
さ
せ
た
劇
的
な
変
化
で
す
。
た
と
え
ば
、
カ
イ
ロ
大
学
で
哲

学
を
教
え
て
い
る
著
名
な
ハ
ッ
サ
ン
・
ハ
ナ
フ
ィ
（H

assan 

H
anafi, 1935 -

）
教
授
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

　
「
イ
ス
ラ
ー
ム
は
世
界
を
救
う
唯
一
の
救
世
主
と
し
て
出
現
し

た
。
イ
ス
ラ
ー
ム
は
新
し
い
世
界
秩
序
の
基
盤
で
あ
る
。
イ
ス

ラ
ー
ム
は
、
西
洋
は
も
ち
ろ
ん
東
洋
に
お
い
て
も
現
実
的
な
世

界
危
機
の
解
決
策
を
提
供
す
る
だ
ろ
う
。
イ
ス
ラ
ー
ム
共
同
体

（um
m

a

）
は
す
で
に
そ
の
用
意
が
で
き
て
い
る
。
そ
れ
は
か
つ
て

地
上
に
存
在
し
て
い
た
共
同
体
の
な
か
で
は
最
高
の
も
の
で
あ

る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
共
同
体
は
こ
れ
ま
で
通
り
諸
原
理
を
守
護
し
、

普
遍
的
な
価
値
を
保
護
す
る
も
の
で
あ
る
。〔
…
〕
イ
ス
ラ
ー
ム

は
最
後
の
啓
示
宗
教
で
あ
り
、
成
就
さ
れ
た
預
言
で
あ
り
、
人

生
の
完
全
な
る
範
型
な
の
で
あ　（
２
）る」

３　

西
洋
と
イ
ス
ラ
ー
ム
と
の
間
に
あ
る
境
界
線

　

し
か
し
西
洋
世
界
と
ム
ス
リ
ム
世
界
と
の
衝
突
は
、
い
か
な

る
対
話
で
あ
っ
て
も
成
果
は
望
め
な
い
と
思
わ
せ
る
ほ
ど
に
烈

し
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ロ
ー
テ
ィ
（R

ichard 

R
orty, 1931 -2007

）
は
、「
イ
ス
ラ
ー
ム
と
対
話
す
る
と
い
う
考
え

は
効
果
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
八
世
紀
の
哲
学
者
と
ヴ

ァ
チ
カ
ン
と
の
対
話
も
行
わ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、

イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
学
者
（m

ullah

）
と
民
主
的
な
西
洋
世
界
と

の
対
話
な
ど
と
い
う
も
の
は
実
現
し
な
い
だ
ろ
う（３
）」
と
考
え
て
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い
ま
す
。

　

わ
た
し
が
知
っ
て
い
る
か
ぎ
り
、
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
ア

メ
リ
カ
の
哲
学
者
で
あ
っ
て
も
、
対
話
に
関
し
て
は
か
な
り
絶

望
的
な
考
え
を
持
っ
て
い
る
部
類
に
入
り
そ
う
な
人
た
ち
は
数

多
く
い
ま
す
し
、
こ
と
わ
が
国
の
知
識
人
に
か
ぎ
っ
て
も
多
く

の
人
が
い
ま
す
。
わ
た
し
が
考
え
る
に
、
こ
の
よ
う
な
絶
望
的

な
結
果
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
は
、
数
多
く
の
原
因
が
あ
り

ま
す
。
た
と
え
ば
、
あ
る
文
化
に
対
す
る
知
識
が
不
十
分
で
あ

る
こ
と
、
ま
た
そ
の
文
化
を
自
分
た
ち
に
固
有
な
世
界
観
と
道

徳
的
基
準
で
推
し
測
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
ハ

イ
デ
ガ
ー
（M

artin H
eidegger, 1889 -1976

）
は
適
切
に
も
、
今
日

の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
出
合
い
あ
る
い
は
対
話
が
文
化
間
相
互
に
お

い
て
な
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
西
洋
（
あ
る
い
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
）
文
明
に
よ
っ
て
供
給
さ
れ
た
言
語
的
・
概
念
的
枠
組
み

に
基
づ
い
て
な
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
ま
す
。
彼
は
こ
う
し

た
現
象
を「
地
球
と
人
類
の
完
全
な
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化（
西
洋
化
）」

と
呼
ん
で
い
ま
す
。

　

個
々
の
も
の
の
独
自
性
を
容
認
す
る
こ
と
は
た
し
か
に
、
自

分
た
ち
の
も
の
と
他
者
の
も
の
と
の
間
に
必
然
的
に
境
界
線
を

設
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
も
し
、
い
か
な
る
接
触
を

も
排
除
し
よ
う
と
し
た
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
境
界
を
は
さ
ん
で
両

側
に
住
ん
で
い
る
人
た
ち
同
士
の
相
互
交
流
を
も
排
除
し
よ
う

と
し
た
ベ
ル
リ
ン
の
壁
の
よ
う
な
も
の
を
建
設
す
る
こ
と
が
目

的
で
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
い
ま
述
べ
た
よ
う
な
特
殊
化
に
は
な

ん
ら
不
都
合
な
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
ー

ラ
ー
（C

harles Taylor, 1931 -

）
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
相
互
接
触

を
容
認
し
な
い
で
境
界
線
だ
け
を
強
調
す
れ
ば
、
最
も
深
く
最

も
強
力
な
人
間
の
向
上
心
に
応
え
る
能
力
を
私
た
ち
か
ら
奪
い

去
っ
て
し
ま
う
と
い
う
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す（４
）。

　

と
こ
ろ
で
、
人
間
が
自
分
た
ち
の
間
に
設
け
た
境
界
線
の
な

か
で
越
え
る
こ
と
が
最
も
厄
介
な
も
の
は
、
自
分
た
ち
の
心
や

精
神
の
な
か
に
築
き
上
げ
ら
れ
た
境
界
線
で
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
ま
す
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、合
理
的
な
省
察
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、

む
し
ろ
盲
信
に
由
来
し
て
い
る
も
の
で
す
。
そ
れ
が
宗
教
的
な

信
念
で
あ
る
と
き
に
は
、
最
も
頑
強
な
も
の
と
な
り
ま
す
。

４　

聖
典
の
矛
盾
と
そ
の
解
釈

　

異
な
っ
た
宗
派
の
信
仰
者
を
分
離
さ
せ
る
た
め
に
、
境
界
線
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が
必
要
以
上
に
引
か
れ
た
こ
と
は
歴
史
の
証
明
す
る
と
こ
ろ
で

す
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
に
分
離
さ
せ
る
こ
と
は
、
人
々

を
神
へ
と
近
づ
か
せ
、
最
終
的
に
人
々
を
相
互
に
結
び
合
わ
せ

よ
う
と
す
る
、
宗
教
の
持
つ
こ
の
任
務
に
ま
さ
に
矛
盾
し
て
し

ま
う
と
い
う
逆
説
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ロ
シ
ア
の

傑
出
し
た
哲
学
者
ウ
ラ
ジ
ミ
ー
ル
・
ソ
ロ
ヴ
ィ
ヨ
フ
（V
ladim

ir 

Solovyov, 1853 -1900

）
は
、
宗
教
と
く
に
一
神
教
の
教
義
の
持
つ

こ
う
し
た
役
割
を
指
摘
し
て
、「
神
の
統
一
は
人
類
の
統
一
を
必

然
的
に
要
求
す
る（５
）
　」と
明
言
し
て
い
ま
す
。

　

実
際
、
聖
典
は
人
類
の
統
一
を
明
ら
か
に
予
想
し
て
い
る
の

で
す
。「
こ
う
書
い
て
あ
る
で
は
な
い
か
。『
わ
た
し
の
家
は
、

す
べ
て
の
国
の
人
の
祈
り
の
家
と
呼
ば
れ
る
べ
き
で
あ
る
』」（『
マ

ル
コ
福
音
書
』
第
一
一
章
一
七
節（６
））。
同
様
の
意
図
を
ク
ル
ア
ー
ン

は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。「
彼
（
ア
ッ
ラ
ー
）
こ
そ
は
た
だ

一
人
の
人
（
原
人
ア
ダ
ム
）
か
ら
汝
ら
を
創
造
し
た
お
方
」（
第
七

章
一
八
九
節
）、「
も
と
も
と
人
類
は
た
だ
一
つ
の
民
族
で
あ
っ
た

の
が
、後
に
ば
ら
ば
ら
に
分
裂
し
た
」（
第
一
〇
章
二
〇〔
一
九
〕（７
）節）。

　

し
か
し
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
聖
典
に
は
自
分
た
ち
の
宗
派
以

外
の
人
々
に
対
す
る
非
寛
容
、
敵
意
さ
ら
に
暴
力
で
さ
え
も
正

当
化
す
る
箇
所
が
見
ら
れ
る
の
も
事
実
で
す
。

　

そ
れ
で
は
、
聖
典
に
矛
盾
し
た
箇
所
が
あ
る
こ
と
は
い
か
に

説
明
し
た
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
問
い
に
対
し
て
無
神

論
者
で
あ
れ
ば
、
宗
教
と
は
人
間
が
造
っ
た
も
の
な
の
だ
か
ら
、

人
間
の
感
情
、
低
俗
な
動
機
づ
け
、
権
力
を
め
ぐ
る
競
争
や
闘

争
に
支
配
さ
れ
る
も
の
な
の
だ
と
し
て
、
簡
単
に
答
え
て
し
ま

う
で
し
ょ
う
。

　

し
か
し
信
仰
者
に
と
っ
て
は
、
神
と
は
完
全
で
あ
り
、
神
と

は
絶
対
者
で
あ
る
以
上
、
主
が
ご
自
分
に
矛
盾
す
る
こ
と
は
あ

り
え
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
聖
典
の
な
か
で
矛
盾
に
見
え
る

こ
と
は
、
神
の
言
葉
の
真
の
意
味
を
人
間
が
誤
解
し
た
こ
と
の

結
果
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

し
か
し
幾
世
紀
に
も
わ
た
っ
て
、
聖
典
の
そ
う
し
た
「
矛
盾
」

は
、
異
端
に
対
す
る
敵て

き
が
い愾

心
さ
ら
に
は
攻
撃
を
道
徳
的
に
正
当

化
す
る
た
め
に
利
用
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
境
界
線
の
向
こ
う
側

に
い
る
人
々
、
す
な
わ
ち
「
他
者
」
と
し
て
差
別
さ
れ
た
人
々

に
対
す
る
非
寛
容
さ
は
、
そ
れ
が
神
の
権
威
に
よ
っ
て
聖
化
さ

れ
る
と
、
こ
と
さ
ら
危
険
な
も
の
に
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
は
、

侵
略
や
暴
力
が
悪
に
対
す
る
善
の
勝
利
を
も
た
ら
さ
ん
と
す
る
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も
の
と
し
て
神
が
認
め
た
行
為
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。
そ
の
結
果
、「
汝
の
外
に
出
現
し
た
も
の
の
よ
う
に

悪
と
闘
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の

警
告
は
黙
殺
さ
れ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。

　

で
は
、
異
な
っ
た
宗
教
を
信
じ
て
い
る
人
々
の
間
で
は
、
平

和
共
存
は
一
体
可
能
な
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
答
え
は
、
互
い

に
敵
対
す
る
こ
と
を
止
め
、
対
話
を
始
め
よ
う
と
す
る
願
望
と

意
志
が
あ
れ
ば
、
肯
定
的
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

５　

対
話
の
目
的
と
し
て
の
「
統
一
見
解
」

　

と
こ
ろ
で
宗
教
間
対
話
は
何
を
目
的
と
す
べ
き
な
の
で
し
ょ

う
か
。
そ
こ
か
ら
何
が
期
待
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
統
一
見

解（synthesis

）を
見
越
し
て
対
話
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
到
達
す
る
こ
と
は
稀
な
こ
と
で
す
。

同
じ
地
域
で
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
隣
接
し
て
い
る
地
域
で
伝

統
の
共
存
と
相
互
作
用
が
な
さ
れ
、
し
か
も
長
年
に
わ
た
っ
て

な
さ
れ
た
結
果
と
し
て
、
あ
る
種
の
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
が
生

じ
る
可
能
性
は
あ
り
ま
す
が
（
た
と
え
ば
イ
ン
ド
で
シ
ー
ク
教
が
い

か
に
形
成
さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
）。

　

い
わ
ゆ
る
統
一
見
解
と
い
う
も
の
は
、
実
際
に
は
な
に
か
他

の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば

一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
に
か
け
て
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
と
ム
ス

リ
ム
と
の
統
一
見
解
を
も
た
ら
そ
う
と
し
て
努
力
が
費
や
さ
れ

ま
し
た
が
、
ム
ス
リ
ム
の
側
と
の
経
済
的
・
政
治
的
不
平
等
の

た
め
に
、
真
正
な
る
統
一
見
解
な
る
も
の
は
排
除
さ
れ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
教
世
界
が
経
済
的
に
優
勢
で

あ
っ
た
た
め
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
価
値
の
方
が
イ
ス
ラ
ー
ム
の

そ
れ
よ
り
も
豊
か
で
、
現
代
の
需
要
に
よ
り
適
う
も
の
で
あ
る

と
映
っ
た
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、「
統
一
見
解
」
は
イ
ス
ラ
ー

ム
の
価
値
を
西
洋
キ
リ
ス
ト
教
的
価
値
へ
と
た
だ
皮
相
的
に
適

応
さ
せ
た
に
す
ぎ
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
押

し
付
け
ら
れ
た
「
統
一
見
解
」
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
自
分
た
ち

の
も
の
と
は
異
質
な
文
化
モ
デ
ル
が
イ
ス
ラ
ー
ム
文
化
の
「
本

体
」
へ
と
強
制
的
に
移
植
さ
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
拒

絶
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

同
様
に
、
統
一
見
解
の
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ　（
８
）ルな
形
式
が
、
と
く

に
す
べ
て
の
宗
教
的
信
条
を
新
し
い
世
界
宗
教
へ
と
統
一
さ
せ

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
有
効
で
あ
る
か
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ど
う
か
は
確
実
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
は
、
バ

ハ
ー
ウ
ッ
ラ
ー
（B

aháʼ uʼ llá h, 1817 -1892

）
が
創
立
し
た
バ
ハ
ー

イ
ー
教
の
信
者
た
ち
が
統
一
見
解
を
い
か
に
考
え
て
い
た
の
か

と
い
う
こ
と
を
知
れ
ば
、
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。

　

バ
ハ
ー
イ
ー
教
団
は
す
べ
て
の
大
陸
に
約
三
百
万
人
の
信
者

を
数
え
、
二
一
〇
〇
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
に
及
ん
で
い
ま
し
た
。

つ
ま
り
バ
ハ
ー
イ
ー
教
は
確
実
に
世
界
市
民
的
な
の
だ
と
思
わ

れ
て
い
ま
し
た
。
シ
ョ
ー
ギ
・
エ
フ
ェ
ン
デ
ィ
（Shogi Effendi, 

1897 -1957

）
の
よ
う
な
指
導
者
た
ち
は
、
独
立
し
た
国
民
国
家
の

形
成
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
は
終
わ
り
を
迎
え
る
だ
ろ
う
と
考
え
て

い
ま
し
た
。
つ
ま
り
成
熟
し
た
社
会
で
あ
れ
ば
、
国
家
に
よ
る

主
権
と
い
う
物
神
的
信
仰
を
や
め
、「
地
球
は
た
っ
た
一
つ
の
国

で
あ
り
、
人
類
全
体
が
市
民
」
と
い
う
新
し
い
世
界
秩
序
を
打

ち
立
て
る
こ
と
で
人
類
の
統
一
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
バ
ハ
ー
イ
ー
教
の
教
え
は
、
人
種
・
民
族
・
階
級
・

宗
教
の
対
立
を
真
剣
に
克
服
し
よ
う
と
思
っ
て
い
る
人
々
に
受

け
入
れ
ら
れ
ま
し
た
が
、
し
か
し
な
が
ら
明
ら
か
で
な
か
っ
た

こ
と
は
、
そ
の
新
し
い
世
界
秩
序
が
い
か
に
樹
立
さ
れ
る
の
か
、

と
い
う
こ
と
で
す
。
彼
ら
は
、
一
度
新
秩
序
を
打
ち
立
て
れ
ば
、

あ
と
は
世
界
政
府
が
ず
っ
と
そ
の
ま
ま
維
持
す
る
で
あ
ろ
う
と

考
え
て
い
ま
し
た
が
、
し
か
し
そ
の
考
え
に
は
全
体
主
義
へ
の

兆
し
が
内
包
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

６　

神
秘
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ

　

宗
教
間
対
話
へ
と
向
う
も
う
一
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
は
神
秘
主
義
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
す
。
こ
の
場
合
、

す
べ
て
の
宗
教
の
統
一
が
求
め
ら
れ
る
の
は
、
永
遠
な
る
核
心

を
発
見
す
る
途
上
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
立
場
で
は
、

も
は
や
破
壊
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
へ
と
分
化
す

る
こ
と
の
な
い
永
遠
に
し
て
無
限
な
実
在
が
認
め
ら
れ
る
な
ら

ば
、
日
常
生
活
で
は
重
要
と
思
わ
れ
て
い
る
信
仰
、
儀
式
、
慣

習
形
態
の
差
異
は
消
滅
し
て
い
く
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
い

わ
ゆ
る
「
永
遠
の
哲
学
」（Perennial philosophy

）
に
お
い
て
は
、

無
限
の
実
在
は
光
に
た
と
え
ら
れ
ま
す
。
す
な
わ
ち
光
を
プ
リ

ズ
ム
に
通
す
と
、
青
・
黄
・
緑
と
い
う
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
色

を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
こ
の
場
合
こ
れ
ら
の
色
と
は
つ

ま
り
異
な
っ
た
文
化
形
態
を
指
し
ま
す
が
、
し
か
し
こ
れ
ら
の

色
の
ど
れ
も
光
そ
れ
自
体
で
は
な
い
と
い
う
わ
け
で
す
。
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さ
て
、
実
在
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
（
地
上
的
・
心
霊
的
・

天
上
的
・
無
限
的
）
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
に
応
じ
て
個
人
の
次

元
に
お
い
て
も
身
体
・
心
・
魂
・
霊
と
い
う
四
つ
の
レ
ベ
ル
が

あ
り
ま
す
。
宗
教
の
な
か
で
伝
承
さ
れ
て
き
た
形
は
発
展
し
た

え
ず
変
化
し
て
い
き
ま
す
が
、
し
か
し
そ
の
な
か
に
は
共
通
の

核
心
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
身
体
的
世
界
に
表
れ
る
倫
理

的
要
求
や
生
活
の
異
な
っ
た
評
価
、
心
霊
体
験
や
神
学
的
表
現

は
や
が
て
消
え
去
っ
て
い
き
、
そ
れ
ら
は
広
大
で
完
全
に
超
越

的
な
純
粋
意
識
あ
る
い
は
無
限
そ
れ
自
体
に
お
い
て
統
一
さ
れ

て
い
き
ま
す
。
し
た
が
っ
て
こ
の
立
場
に
お
け
る
対
話
の
目
的

と
は
、
霊
す
な
わ
ち
す
べ
て
の
宗
教
の
内
在
的
同
一
性
に
よ
り

深
い
理
解
を
も
た
ら
す
の
で
す
。

　

神
秘
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
セ
イ
イ
ェ
ド
・
ホ
セ
イ
ン
・

ナ
ス
ル
（Seyyed H

ossein N
asr, 1939 -

）、
フ
リ
ス
ジ
ョ
フ
・
シ
ュ

オ
ン
（Frithjof Schuon, 1907 -1998

）、
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
・
ス
ミ
ス

（H
uston C

um
m

ings Sm
ith, 1919 -

）と
い
う
よ
う
な「
永
遠
の
哲
学
」

の
唱
道
者
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
彼
ら
の

考
え
を
共
有
し
な
い
人
た
ち
に
と
っ
て
は
、
神
秘
主
義
的
ア
プ

ロ
ー
チ
が
対
話
を
促
進
さ
せ
、
神
学
的
・
倫
理
的
諸
問
題
に
関

す
る
違
い
か
ら
生
ず
る
緩
和
に
役
立
つ
と
認
め
る
こ
と
は
依
然

と
し
て
難
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、

神
秘
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
共
同
体
間
の
争
い
や
緊
張
状
態
に

終
止
符
を
打
ち
た
い
と
望
ん
で
い
る
人
々
に
は
参
考
材
料
に
な

る
も
の
の
、
教
条
的
な
原
理
主
義
者
に
は
頑
な
に
拒
絶
さ
れ
て

い
る
こ
と
の
説
明
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

７　

比
較
思
想
的
ア
プ
ロ
ー
チ

　

神
秘
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
正
反
対
の
位
置
に
あ
る
の
が
、

比
較
宗
教
学
者
に
よ
っ
て
合
理
的
根
拠
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る

対
話
で
す
。
彼
ら
は
、
い
ま
ま
で
完
全
に
消
せ
な
か
っ
た
相
互

に
主
張
す
る
相
違
点
を
補
完
す
る
代
案
と
し
て
こ
の
対
話
に
注

目
し
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
こ
の
対
話
の
唯
一
の
目
的
は
ど
こ
か
と
い
う
と
、

あ
る
特
定
の
考
え
や
概
念
（
た
と
え
ば
善
悪
の
解
釈
、生
と
死
、救
済
、

完
全
性
な
ど
に
関
す
る
）
に
注
目
し
、
そ
れ
ら
が
い
か
に
生
ま
れ

い
か
に
明
示
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
の
論
理
を
理
解
し
よ

う
と
す
る
こ
と
で
す
。
こ
の
対
話
に
参
加
す
る
も
の
は
誰
で
あ

っ
て
も
、
自
分
た
ち
の
宗
教
の
基
本
原
理
（
た
と
え
ば
キ
リ
ス
ト
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教
の
聖
な
る
三
位
一
体
論
あ
る
い
は
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
い
て
は
ム
ハ
ン

マ
ド
の
預
言
の
究
極
目
標
）
が
普
遍
的
な
価
値
を
持
ち
、そ
の
結
果
、

い
か
な
る
人
も
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
要
求
す
る
権
利
を
持
っ

て
は
い
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
対
話
に
関
わ
る
者
に
は
、
自
分
た
ち

の
宗
教
的
伝
統
や
実
践
に
関
し
て
批
判
的
に
眺
め
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
、
同
時
に
他
の
宗
教
の
信
条
と
信
仰
を
理
解
す
る
こ
と

が
望
ま
れ
ま
す
。

　

比
較
す
る
こ
と
を
旨
と
す
る
対
話
は
お
も
に
研
究
者
に
よ
っ

て
行
わ
れ
ま
す
。
こ
の
対
話
に
は
不
十
分
な
点
が
あ
る
こ
と
は

免
れ
ま
せ
ん
が
、
か
な
り
の
効
果
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
こ
の

対
話
に
関
し
て
は
、
あ
ま
り
に
も
相
対
的
で
あ
る
こ
と
、
超
越

的
実
在
を
否
定
す
る
こ
と
、
そ
し
て
理
性
で
は
把
握
で
き
な
い

宗
教
的
体
験
を
合
理
化
す
る
こ
と
が
批
判
の
的
に
な
っ
て
い
ま

す
。

　

し
か
し
比
較
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
依
然
と
し
て
、
宗
教
文
化
を

そ
れ
自
体
と
し
て
理
解
し
て
い
く
こ
と
を
提
示
し
て
い
る
こ
と

で
関
心
の
的
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
対
話
は
、
他
の
文
化
に

対
し
て
彼
ら
自
身
か
ら
は
問
わ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
諸
問
題

を
提
示
す
る
機
会
を
与
え
、
そ
し
て
そ
う
す
る
こ
と
で
新
し
い

意
義
を
発
見
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
ま
す
。
い
か
な
る
文
化
で

あ
っ
て
も
そ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
も
っ
て
い
ま
す
が
、
し

か
し
自
分
た
ち
を
お
互
い
に
「
開
く
」
こ
と
で
と
も
に
豊
か
に

な
る
の
で
す
。

８　

神
の
義
と
慈
悲

　

い
か
な
る
宗
教
間
対
話
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
参
加
す
る
す

べ
て
の
人
た
ち
が
平
等
で
あ
る
こ
と
を
認
め
、
お
互
い
を
尊
重

す
る
こ
と
が
基
礎
に
あ
る
か
ぎ
り
、
効
果
的
な
も
の
と
な
る
と

思
い
ま
す
。
自
分
た
ち
の
宗
教
が
優
れ
て
い
る
と
主
張
す
べ
き

で
は
な
い
し
、
ま
た
あ
る
一
人
の
人
の
行
為
を
取
り
上
げ
、
何

が
正
し
く
何
が
悪
い
の
か
と
前
も
っ
て
判
断
す
べ
き
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　

た
と
え
法
と
は
民
主
主
義
の
手
続
き
と
い
う
世
俗
の
基
盤
の

下
で
管
理
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
が
受
け
入
れ
ら
れ
な
く

と
も
、
ま
た
神
の
法
の
支
配
を
主
張
す
る
者
が
い
た
と
し
て
も
、

神
の
最
も
重
要
な
属
性
と
名
は
義（Just

）で
あ
り
、慈
悲（M

erciful

）

で
あ
っ
た
こ
と
は
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。「
主
は
恵

み
に
富
み
、
憐
れ
み
深
く
、
忍
耐
強
く
、
慈
し
み
に
満
ち
て
お
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ら
れ
ま
す
。
主
は
す
べ
て
の
も
の
に
恵
み
を
与
え
、
造
ら
れ
た

す
べ
て
の
も
の
を
憐
れ
ん
で
く
だ
さ
い
ま
す
」（『
詩
篇
』
第
一

四
五
章
七
─八
節
）。

　

同
様
に
ク
ル
ア
ー
ン
の
第
一
章
の
冒
頭
に
は
次
の
よ
う
に
あ

り
ま
す
。「
讃
え
あ
れ
、
ア
ッ
ラ
ー
、
万
世
の
主
、
慈
悲
ふ
か
く

慈
愛
あ
ま
ね
き
御
神
、
審
き
の
日
（
最
後
の
審
判
の
日
）
の
主

宰
者
」（
第
一
章
一
─三
節
）。

　

ど
ち
ら
の
聖
典
も
信
者
に
対
し
て
、
慈
悲
を
持
ち
、
暴
力
を

避
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
の
道
に
沿
っ
て
進
む
こ
と
を
命
じ

て
い
ま
す
。
実
際
、
た
と
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
と
イ
ス
ラ
ー
ム
の

教
え
は
ど
ち
ら
も
、
人
間
生
命
は
神
か
ら
の
賜
物
で
あ
る
が
ゆ

え
に
、
聖
な
る
も
の
と
見
な
し
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
次
に

あ
げ
る
聖
書
の
言
葉
は
気
づ
か
せ
て
く
れ
ま
す
。「
流
血
の
罪
の

重
荷
を
負
う
者
は
、
逃
れ
て
墓
穴
に
至
る
。
だ
れ
も
彼
を
援
助

し
て
は
な
ら
な
い
」（『
箴
言
』
第
二
八
章
一
七
節
）、「
主
は
国
々

の
争
い
を
裁
き
、
多
く
の
民
を
戒
め
ら
れ
る
。
彼
ら
は
剣
を
打

ち
直
し
て
鋤
と
し
、
槍
を
打
ち
直
し
て
鎌
と
す
る
。
国
は
国
に

向
か
っ
て
剣
を
上
げ
ず
、
も
は
や
戦
う
こ
と
を
学
ば
な
い
」（『
イ

ザ
ヤ
書
』
第
二
章
四
節
）。

９　

イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
け
る
攻
撃
的
性
格
と

　
　
　

そ
の
解
釈

　

し
か
し
ク
ル
ア
ー
ン
の
な
か
に
以
上
の
聖
書
の
言
葉
と
ま
っ

た
く
同
じ
よ
う
に
人
間
生
命
の
保
護
を
語
っ
て
い
る
箇
所
は
見

当
た
り
ま
せ
ん
。
イ
ス
ラ
ー
ム
の
批
判
者
は
そ
れ
ど
こ
ろ
か
ク

ル
ア
ー
ン
か
ら
「
こ
れ
、
信
徒
の
も
の
よ
、
殺
人
の
場
合
に
は

返
報
法
が
規
定
で
あ
る
ぞ
。
つ
ま
り
自
由
人
に
は
自
由
人
、
奴

隷
に
は
奴
隷
、
女
に
は
女
」（
第
二
章
一
七
三
節
）
を
引
き
合
い

に
出
し
、
復
讐
を
正
当
化
し
て
い
る
と
主
張
し
て
き
ま
し　（
９
）た。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
神
の
命
令
は
違
っ
た
見
方
も
で
き
る
よ

う
に
思
い
ま
す
。
実
際
、
ム
ス
リ
ム
の
解
釈
者
の
多
く
は
、
こ

の
神
の
命
令
を
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
仕
方
で
読
む
こ
と
を
主
張

し
て
い
ま
す
。「
最
大
の
師
」と
言
わ
れ
る
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー（Ibn 

al-`A
rabi, 1165 -1240

）
は
、
そ
の
著
『
知
恵
の
宝
石
』（Fusus al-

H
ikam

）
の
な
か
で
、
復
讐
に
対
す
る
ク
ル
ア
ー
ン
の
教
え
は
殺

人
に
対
し
て
神
が
罪
の
宣
告
を
す
る
こ
と
の
証
明
の
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
て
、
厳
し
く
罰
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て

人
類
を
暴
力
か
ら
守
ろ
う
と
す
る
神
の
願
望
な
の
だ
と
説
明
し



205

「東洋学術研究」第48巻第１号

西洋文明とイスラーム文明との対話は可能か？

て
い
ま
す
（
第
一
八
章
）。
事
実
、
ク
ル
ア
ー
ン
に
は
次
の
よ
う

に
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。「
悪
に
は
同
じ
よ
う
な
悪
を
も
っ
て
報

い
る
の
が
当
然
の
こ
と
。
だ
が
、
こ
こ
ろ
よ
く
相
手
を
赦
し
、

仲
直
り
す
る
（
方
が
よ
い
）。
そ
う
す
れ
ば
き
っ
と
ア
ッ
ラ
ー
が

御
褒
美
下
さ
ろ
う
。（
ア
ッ
ラ
ー
は
）
道
に
は
ず
れ
た
こ
と
を
す
る

者
が
大
嫌
い
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
」（
第
四
二
章
三
八
〔
四
〇
〕
節
）。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
を
批
判
す
る
人
た
ち
は
ま
た
、
ジ
ハ
ー
ド
（
ム
ス

リ
ム
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
聖
な
る
戦
い
）
の
行
使
は
ム
ハ
ン
マ
ド
の

教
え
が
攻
撃
的
性
格
を
帯
び
て
い
る
こ
と
の
証
明
だ
と
見
て
い

ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
結
論
に
対
し
て
は
慎
重

に
考
え
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

　

第
一
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
ク
ル
ア
ー
ン
が
信
者
を
殺
す

こ
と
を
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
厳
し
く
断
罪
し
て
い
る
こ
と
で

す
。「
だ
が
信
徒
を
故
意
に
殺
し
た
者
は
、
ジ
ャ
ハ
ン
ナ
ム
（
ゲ

ヘ
ナ
：
地
獄
）
を
罰
と
し
て
、
そ
こ
に
永
久
に
住
み
つ
こ
う
ぞ
。

ア
ッ
ラ
ー
こ
れ
に
怒
り
給
い
、
こ
れ
を
呪
い
給
い
、
恐
ろ
し
い

罰
を
そ
な
え
給
う
」（
第
四
章
九
五
〔
九
三
〕
節
）。
も
し
過
っ
て
信

仰
者
の
殺
人
が
起
き
た
場
合
で
も
、
そ
の
こ
と
自
体
は
罰
せ
ら

れ
ま
す
し
、
遺
族
に
は
な
ん
ら
か
の
賠
償
が
支
払
わ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　
「
信
仰
者
」
に
は
ム
ス
リ
ム
だ
け
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
啓
典

の
民
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。「
ま
こ
と
に
、信
仰
あ
る
人
々
、ユ
ダ

ヤ
教
を
奉
ず
る
人
々
、サ
バ
人
（
サ
ー
ビ
ア
教
徒
）、キ
リ
ス
ト
教
徒
、

す
べ
て
の
ア
ッ
ラ
ー
と
最
後
の
日
を
信
じ
て
義た
だ

し
い
行
い
を
な

す
者
、
す
べ
て
こ
の
人
々
は
何
の
怖
ろ
し
い
目
に
も
遇
い
は
せ

ぬ
、
悲
し
い
目
に
も
遇
い
は
せ
ぬ
」（
第
五
章
七
三
〔
六
九
〕
節
）。

　

ク
ル
ア
ー
ン
は
ま
た
、
そ
の
信
奉
者
に
対
し
て
、
適
切
な
理

由
も
な
く
処
罰
行
為
を
し
た
が
る
人
々
の
忠
告
に
従
わ
な
い
よ

う
次
の
よ
う
に
警
告
し
て
い
ま
す
。「
だ
か
ら
こ
そ
、
あ
あ
し
て

汝
（
ム
ハ
ン
マ
ド
）
に
天
罰
を
早
く
下
し
て
見
せ
よ
と
せ
っ
つ
い

た
り
も
す
る
。
ア
ッ
ラ
ー
は
約
束
を
決
し
て
反
故
に
な
さ
る
こ

と
は
な
い
。
た
だ
、
神
様
の
一
日
は
、
お
前
た
ち
の
勘
定
で
は

千
年
に
も
当
た
る
だ
け
の
こ
と
」（
第
二
二
章
四
六
〔
四
七
〕
節
）。

神
は
さ
ら
に
信
仰
者
に
対
し
て
侵
略
を
自
制
し
避
け
る
こ
と
を

要
求
し
て
い
ま
す
。
実
際
、
ジ
ハ
ー
ド
は
防
御
行
為
と
し
て
規

定
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。「
だ
が
（
メ
ッ
カ
の
）
聖
殿
の
近
く
で
は
、

向
う
か
ら
そ
こ
で
戦
い
を
し
掛
け
て
こ
な
い
か
ぎ
り
決
し
て
こ

ち
ら
か
ら
戦
い
か
け
て
は
な
ら
ぬ
。
向
う
か
ら
お
前
た
ち
に
し
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か
け
て
来
た
時
は
、
構
わ
ん
か
ら
殺
し
て
し
ま
え
。
信
仰
な
き

者
ど
も
に
は
そ
れ
が
相
応
の
報
い
と
い
う
も
の
」（
第
二
章
一
八
七

〔
一
九
一
〕
節
）、「
し
か
し
も
し
向
う
が
止
め
た
な
ら
、（
汝
ら
も
）

害
意
を
棄
て
ね
ば
な
ら
ぬ
ぞ
」（
第
二
章
一
八
九〔
一
九
三
〕節
）。「
聖

戦
」
を
求
め
て
い
る
ク
ル
ア
ー
ン
の
す
べ
て
の
節
が
漠
然
と
し

た
ム
ハ
ン
マ
ド
の
伝
記
や
ム
ス
リ
ム
共
同
体
形
成
の
は
じ
め
の

数
年
間
を
背
景
と
し
て
取
り
出
さ
れ
る
な
ら
ば
、
誤
解
を
招
く

こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
状
況

の
な
か
で
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
が
言
葉
を
発
し
て
い
た
の
か
と

い
う
こ
と
を
常
に
考
え
て
お
く
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

　

場
合
に
よ
っ
て
は
対
立
と
戦
い
が
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
も
あ

り
ま
す
が
、し
か
し
ク
ル
ア
ー
ン
は
ム
ス
リ
ム
に
対
し
て
、捕
虜
、

女
性
や
子
ど
も
、
老
人
な
ど
に
つ
い
て
扱
っ
た
戦
争
規
定
に
従

う
よ
う
に
命
じ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
こ
と
は
た
く
さ
ん
の
節

で
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、「
汝
ら
に
戦
い
を
挑
む
者

が
あ
れ
ば
、
ア
ッ
ラ
ー
の
道
に
お
い
て
堂
々
と
こ
れ
を
迎
え
撃

つ
が
よ
い
。
だ
が
こ
ち
ら
か
ら
不
義
を
し
掛
け
て
は
な
ら
ぬ
ぞ
」

（
第
二
章
一
八
六
〔
一
九
〇
〕
節
）。
さ
ら
に
次
の
節
に
あ
る
よ
う
に
、

イ
ス
ラ
ー
ム
の
教
え
が
平
和
創
出
を
名
誉
あ
る
行
為
と
し
て
ま

た
義
務
で
あ
る
と
定
め
て
い
る
こ
と
は
き
わ
め
て
意
義
深
い
こ

と
だ
と
思
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
「
も
し
彼
ら
の
方
で
和
平
に
傾

く
よ
う
な
ら
、
お
前
も
そ
の
方
向
に
傾
く
が
よ
い
。
そ
し
て
す

べ
て
ア
ッ
ラ
ー
に
お
委
せ
申
せ
」（
第
八
章
六
三
〔
六
一
〕
節
）。

　

前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
ア
ッ
ラ
ー
の
名
と
属
性
の
な
か
で

最
も
重
要
な
の
は
義
と
慈
悲
で
す
。
ク
ル
ア
ー
ン
も
信
仰
者
に

対
し
て
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
命
じ
て
い
ま
す
。「
さ
あ
、
お
前

た
ち
競
っ
て
主
の
お
赦
し
の
方
に
走
っ
て
行
け
」（
第
五
七
章
二
一

節
）、「
み
な
争
っ
て
神
様
の
お
赦
し
を
手
に
入
れ
る
よ
う
に
努
め

よ
」（
第
三
章
一
二
七
〔
一
三
三
〕
節
）。「
そ
れ
は
、
嬉
し
い
時
も

悲
し
い
時
も
よ
く
喜
捨
を
出
し
、
怒
り
を
抑
え
、
人
に
（
何
か
害

を
加
え
ら
れ
て
も
）
す
す
ん
で
赦
し
て
や
る
人
達
の
こ
と
」（
第
三

章
一
二
八
〔
一
三
四
〕
節
）。「
か
っ
と
怒
っ
て
も
よ
く
赦
し
て
や
る

人
々
」（
第
四
二
章
三
五
〔
三
七
〕
節
）。「
悪
に
は
同
じ
よ
う
な
悪

を
も
っ
て
報
い
る
の
が
当
然
の
こ
と
。
だ
が
、
こ
こ
ろ
よ
く
相

手
を
赦
し
、
仲
直
り
す
る
（
方
が
よ
い
）。
そ
う
す
れ
ば
き
っ
と

ア
ッ
ラ
ー
が
御
褒
美
下
さ
ろ
う
。（
ア
ッ
ラ
ー
は
）
道
に
は
ず
れ
た

こ
と
す
る
者
が
大
嫌
い
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
」（
第
四
二
章
三
八
〔
四

〇
〕
節
）。
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10　

非
暴
力
と
他
者
へ
の
尊
敬

　

す
べ
て
の
宗
教
の
教
義
は
、
非
暴
力
と
い
う
方
法
で
悪
を
打

ち
負
か
す
善
の
勝
利
に
対
し
て
優
先
権
を
与
え
て
い
る
と
言
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
そ
う
は
言
っ
て
も
、

信
仰
者
の
ほ
う
が
力
に
頼
っ
て
き
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
あ
ま
り

に
も
多
か
っ
た
こ
と
も
事
実
で
す
。
い
つ
の
時
代
に
あ
っ
て
も
、

す
べ
て
の
民
族
に
は
、
二
つ
の
正
反
対
の
党
派
す
な
わ
ち
好
戦

的
党
派
と
平
和
的
党
派
が
存
在
し
て
き
ま
し
た
。
歴
史
的
事
実

の
攻
撃
的
側
面
を
強
調
し
、
聖
典
を
侵
略
行
為
の
正
当
化
と
し

て
解
釈
す
る
と
、
わ
た
し
た
ち
は
意
識
的
に
あ
る
い
は
無
意
識

の
う
ち
に
、
好
戦
的
党
派
の
方
に
与く
み

し
て
し
ま
い
が
ち
で

す
。

　

し
か
し
、
マ
ハ
ト
マ
・
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
よ
う
な
人
た
ち
と
次

の
よ
う
な
信
念
を
共
有
す
る
こ
と
は
賢
明
で
あ
る
こ
と
の
証
明

に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
信
念
と
は
す
な
わ

ち
、
非
暴
力
は
人
類
の
法
、
暴
力
は
動
物
の
法
な
の
だ
か
ら
、

人
間
の
尊
厳
は
よ
り
高
度
な
法
す
な
わ
ち
精
神
の
強
靭
さ
へ
の

服
従
を
必
要
と
す
る
こ
と
、
ま
た
苦
し
み
に
満
ち
て
い
る
こ
の

世
界
で
の
唯
一
の
希
望
は
、
間
接
的
に
も
直
接
的
も
非
暴
力
を

貫
き
通
す
こ
と
、
そ
し
て
「
イ
ス
ラ
ー
ム
の
ア
ッ
ラ
ー
は
キ
リ

ス
ト
教
の
神
や
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
イ
シ
ュ
ヴ
ァ
ラ
と
同
じ
神
で
あ

る
。
こ
の
神
の
信
仰
に
生
き
る
こ
と
は
す
べ
て
の
宗
教
を
等
し

く
尊
重
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
自
分
た
ち
の
宗
教
が
他
の
宗

教
よ
り
も
優
れ
て
い
る
と
信
じ
る
こ
と
は
、
暴
力
の
一
種
で
あ

る
非
寛
容
性
の
頂
点
に
登
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
」（『
ハ
リ
ジ

ャ
ン（10
）』

一
九
三
八
年
五
月
一
四
日
付
）
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

し
か
し
近
い
将
来
、
非
暴
力
が
勝
利
を
お
さ
め
る
こ
と
は
な

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
歩
み
は
こ
と
の
ほ
か
遅
い
の
で
、

今
日
の
暴
動
や
喧
騒
の
な
か
で
は
非
暴
力
の
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
の

声
は
多
く
の
人
に
届
か
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
こ
の

世
界
が
文
明
化
し
た
形
態
で
生
き
残
り
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
早

晩
彼
ら
の
声
に
耳
を
傾
け
そ
の
声
が
主
張
し
て
い
る
こ
と
を
理

解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

　

個
々
の
特
殊
な
文
化
を
認
め
る
こ
と
は
〝
他
者
〞
に
対
す
る

尊
敬
の
念
を
も
ち
、
そ
の
結
果
、
対
話
を
推
進
す
る
土
台
を
造

る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
お
互
い
に
受
け

入
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
結
論
に
い
た
る
こ
と
で
、
ま
っ
た
く
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正
反
対
の
こ
と
が
生
じ
て
し
ま
う
こ
と
が
多
々
あ
り
ま
す
。
こ

の
よ
う
な
こ
と
は
、
特
定
の
文
化
が
中
立
的
価
値
と
し
て
で
は

な
く
、
む
し
ろ
他
の
文
化
に
対
す
る
自
文
化
の
優
越
性
、
つ
ま

り
そ
の
文
化
が
真
理
を
独
占
し
て
所
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

の
証
明
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
と
き
に
生
じ
ま
す
。
一
方
か
ら
見

れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
イ
ス
ラ
ー
ム
原
理
主
義
者
の
行
為
が
ま
さ
に

こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
イ
ス
ラ

ー
ム
に
関
連
す
る
い
か
な
る
こ
と
に
も
傲
慢
な
態
度
や
敵
対
的

態
度
を
と
る
傾
向
に
あ
る
西
洋
人
に
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る

の
で
す
。

　

文
化
の
違
い
を
も
た
ら
し
た
原
因
を
理
解
す
る
こ
と
で
、
対

話
へ
の
途
上
に
あ
る
障
害
を
取
り
除
く
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て

き
ま
す
。
し
か
し
本
当
に
障
害
が
取
り
除
か
れ
る
の
は
、
共
通

の
特
徴
が
明
示
さ
れ
る
場
合
に
か
ぎ
ら
れ
ま
す
。
人
間
が
す
べ

て
に
わ
た
っ
て
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
は
あ
り
え
ま
せ

ん
。
あ
る
点
で
は
違
っ
て
い
て
も
、
他
の
点
で
は
同
じ
で
あ
る

こ
と
は
た
し
か
な
の
で
す
。
イ
ン
ド
の
著
名
な
哲
学
者
の
一
人

ダ
ー
ヤ
ー
・
ク
リ
シ
ュ
ナ
（D

aya K
rishna, 1924 -2007

）
は
正

当
に
も
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
ま
す
。「
も
し
哲
学
が
人
間
理

性
の
事
業
で
あ
る
な
ら
ば
、
文
化
を
越
え
た
類
似
点
を
あ
る
程

度
、
示
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
同
様
に
し
て
、
哲
学

は
人
間
の
事
業
と
し
て
あ
る
特
定
の
文
化
の
な
か
で
人
類
の
最

高
善
（sum

m
um

 bonum

）
と
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
に
関
わ
っ
て

い
く
だ
ろ
う
（
11
）」

　

お
互
い
に
相
容
れ
な
い
も
の
と
見
ら
れ
て
い
る
二
つ
の
文
化

す
な
わ
ち
西
洋
世
界
と
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
文
化
の
共
通
点
を

た
だ
抽
象
的
に
確
認
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
共
通
点
が
表

示
さ
れ
て
い
る
具
体
的
形
態
を
見
出
し
た
な
ら
ば
、
新
し
い
世

代
が
育
っ
て
く
る
で
し
ょ
う
。
幸
運
に
も
彼
ら
は
古
い
世
代
の

人
々
ほ
ど
既
成
観
念
に
囚
わ
れ
て
お
ら
ず
、
す
す
ん
で
対
話
に

参
加
し
、
そ
れ
を
成
功
さ
せ
る
で
し
ょ
う
。

11　

キ
リ
ス
ト
教
と
イ
ス
ラ
ー
ム
と
の
共
通
性

　

わ
た
し
の
考
え
に
よ
り
ま
す
と
、
対
話
を
行
う
う
え
で
と
く

に
注
目
す
べ
き
点
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。

　

①
西
洋
世
界
の
文
化
と
ム
ス
リ
ム
世
界
の
文
化
が
誕
生
す
る

ま
さ
に
そ
の
と
き
に
こ
そ
、
両
者
の
共
通
性
が
あ
り
ま
す
。

　

政
治
家
の
演
説
と
同
様
、
普
通
の
人
々
の
心
の
な
か
に
お
い
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て
も
、
西
洋
は
キ
リ
ス
ト
教
文
明
と
同
一
視
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
西
洋
文
明
は
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
合
体
し
て
形
作
ら
れ

た
も
の
で
す
。
そ
の
な
か
で
も
重
要
な
の
は
、
ギ
リ
シ
ア
・
ロ

ー
マ
の
遺
産
、
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
承
、
そ
し
て
打
っ

て
変
わ
っ
て
お
も
に
ル
ネ
サ
ン
ス
、
宗
教
改
革
、
啓
蒙
主
義
の

影
響
下
に
あ
っ
た
〝
近
代
性
〞
と
い
う
文
化
で
す
（
12
）。

　

同
様
に
、
イ
ス
ラ
ー
ム
文
明
も
そ
れ
以
前
の
伝
承
、
イ
ス
ラ

ー
ム
の
伝
統
、
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
と
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
起

源
を
持
つ
〝
合
成
物
〞（am

algam

）
な
の
で
す
。
こ
れ
ら
は
一
般

に
理
解
さ
れ
て
い
る
構
成
要
素
で
す
が
、
こ
の
ほ
か
に
ゾ
ロ
ア

ス
タ
ー
教
の
影
響
を
加
え
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

②
二
つ
の
文
明
の
宗
教
的
な
成
り
立
ち
に
は
一
つ
の
主
要
な

類
似
点
が
刻
印
さ
れ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
一
神
教
で
あ
る
と

い
う
点
で
す
。
神
を
ど
ん
な
名
で
呼
ぶ
か
と
い
う
こ
と
に
も
ま

し
て
重
要
な
の
は
、
神
は
た
だ
一
な
る
者
で
あ
る
と
い
う
信
仰

な
の
で
す
。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
の
五
つ
の
〝
柱
〞（arkan （
13
））

の
な
か
で
第
一
の
柱
、

す
な
わ
ち
他
の
柱
の
基
礎
と
な
る
も
の
で
す
が
、
そ
れ
は
シ
ャ

ハ
ー
ダ
と
言
わ
れ
ま
す
。「
ア
ッ
ラ
ー
の
ほ
か
に
神
は
な
く
、
ム

ハ
ン
マ
ド
は
ア
ッ
ラ
ー
の
使
徒
で
あ
る
」
と
公
け
に
告
白
し
た

も
の
は
誰
で
も
イ
ス
ラ
ー
ム
に
受
け
入
れ
ら
れ
ま
す
。
キ
リ
ス

ト
教
と
イ
ス
ラ
ー
ム
と
の
ま
さ
に
こ
の
類
似
点
こ
そ
が
、
第
二

ヴ
ァ
チ
カ
ン
公
会
議
で
採
択
さ
れ
た
「
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
諸

宗
教
に
対
す
る
教
会
の
態
度
に
つ
い
て
の
宣
言
」
に
お
い
て
、

と
く
に
強
調
さ
れ
た
こ
と
は
注
目
に
値
し
ま
す
。
そ
の
宣
言
の

な
か
に
は
「
教
会
は
、
一
な
る
神
を
崇
拝
す
る
ム
ス
リ
ム
を
尊

敬
す
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

シ
ャ
ハ
ー
ダ
の
後
半
部
は
前
半
部
に
お
と
ら
ず
重
要
で
す
。

ク
ル
ア
ー
ン
の
さ
ま
ざ
ま
な
句
が
一
致
し
て
い
る
こ
と
に
よ
れ

ば
、
ム
ス
リ
ム
は
ム
ハ
ン
マ
ド
以
前
に
出
現
し
た
す
べ
て
の
預

言
者
の
教
え
を
受
け
入
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
な
か
に
は
ア
ダ
ム

か
ら
イ
ス
ラ
エ
ル
の
祖
師
た
ち
（
す
な
わ
ち
ア
ブ
ラ
ハ
ム
、
イ
サ
ク
、

ヤ
コ
ブ
）、
モ
ー
セ
、
イ
エ
ス
も
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
し
て
最
後

の
使
徒
（「
預
言
の
封
印
」）
が
ム
ハ
ン
マ
ド
で
す
。
ク
ル
ア
ー
ン

は
イ
エ
ス
の
神
と
し
て
の
地
位
を
認
め
て
は
い
ま
せ
ん
が
、「
ア

ッ
ラ
ー
の
側
近
」（
第
三
章
四
五
節
）
と
し
て
ま
た
天
使
の
本
性
を

持
っ
て
い
る
者
と
イ
エ
ス
を
呼
ん
で
い
ま
す
。

　

ま
た
ク
ル
ア
ー
ン
の
な
か
で
言
及
さ
れ
て
い
る
た
っ
た
一
つ
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の
女
性
の
名
前
が
あ
る
こ
と
も
注
目
に
値
し
ま
す
。
そ
れ
は
す

な
わ
ち
聖
母
マ
リ
ア
で
す
。
彼
女
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
伝
統
に

よ
れ
ば
、
か
つ
て
地
上
に
生
き
た
四
人
の
最
高
の
女
性
の
う
ち

の
一
人
と
見
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

③
キ
リ
ス
ト
教
文
明
お
よ
び
イ
ス
ラ
ー
ム
文
明
に
は
、
原
子

論
、
流
出
論
、
神
秘
主
義
と
い
っ
た
類
似
し
て
い
る
事
象
が
あ

り
ま
す
。

　

前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
対
話
に
参
加
す
る
人
々
に
は
自
分

た
ち
の
宗
教
的
伝
統
や
実
践
に
対
す
る
批
判
的
視
点
を
持
つ
こ

と
が
要
求
さ
れ
ま
す
が
、
し
か
し
同
時
に
、
他
の
宗
教
の
信
条

や
信
仰
を
理
解
す
る
こ
と
も
求
め
ら
れ
ま
す
。

　

最
も
望
ま
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
け
っ
し
て
終
る
こ
と
の
な
い

プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
対
話
、
つ
ま
り
他
者
の
立
場
の
特
異
性
を

敬
意
を
も
っ
て
理
解
す
る
た
め
の
寛
大
さ
と
感
覚
を
常
に
発
展

さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
そ
し
て
自
分
た
ち
の
価
値
体
系
あ

る
い
は
信
条
を
伝
え
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
共
同
体
の
な
か
で
共
生

し
て
い
く
た
め
に
他
者
か
ら
学
ぶ
こ
と
を
目
的
と
す
る
対
話
で

す
。

12　

ポ
ス
ト
・
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義

　

終
わ
り
に
臨
ん
で
、
さ
ら
に
付
け
加
え
た
い
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
今
日
、
こ
の
小
論
の
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
問
い
に
対
し
て
肯

定
的
に
答
え
ら
れ
る
チ
ャ
ン
ス
が
わ
た
し
た
ち
に
は
あ
る
と
い

う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
、
ム
ス
リ
ム
世
界
で
発
生
し
、
ポ
ス
ト
・

イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
と
呼
ば
れ
る
変
化
に
よ
っ
て
最
近
明
ら
か
に

な
っ
て
き
た
視
点
で
す
。

　
「
ポ
ス
ト
・
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
者
」
が
生
起
し
て
き
た
の
は
、

イ
ラ
ン
・
イ
ラ
ク
戦
争
の
終
結
（
一
九
八
八
年
）、
ア
ー
ヤ
ト
ゥ
ラ

ー
・
ホ
メ
イ
ニ
の
死
（
一
九
八
九
年
）、
そ
し
て
イ
ラ
ン
で
ラ
フ
サ

ン
ジ
ャ
ニ
ー
大
統
領
の
下
で
戦
後
の
再
構
築
計
画
に
着
手
さ
れ

た
後
の
こ
と
で
す
。
ラ
シ
ド
・
ガ
ン
ノ
ー
シ
（R

ashid al-

G
hannushi, 1941 -

）
に
よ
っ
て
統
率
さ
れ
て
い
る
チ
ュ
ニ
ジ
ア
・

ダ
ア
ワ
党
な
ど
の
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
者
、
レ
バ
ノ
ン
の
ヒ
ス
ボ

ラ
の
分
裂
、
エ
ジ
プ
ト
の
二
つ
の
好
戦
的
な
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義

者
と
ム
ス
リ
ム
同
胞
団
の
代
わ
り
と
な
る
ワ
サ
ト
党
の
台
頭
、

ト
ル
コ
の
イ
ス
ラ
ー
ム
政
党
（R

ifah, V
irtue, and Justice and 

D
evelopm

ent Parties

）
の
包
括
的
な
政
策
と
施
政
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
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ビ
ア
で
発
生
し
た
「
イ
ス
ラ
モ
・
リ
ベ
ラ
ル
」
運
動
、
こ
れ
ら

に
は
明
ら
か
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
転
換
が
あ
り
ま
す
。
一
つ

ひ
と
つ
が
、
ポ
ス
ト
・
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
の
多
様
な
表
現
な
の

で
す
。

　

ポ
ス
ト
・
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
と
は
、
社
会
的
・
政
治
的
そ
し

て
知
的
領
域
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
の
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
を
乗
り

越
え
る
方
式
を
意
識
的
に
概
念
化
し
戦
略
化
し
て
い
こ
う
と
す

る
試
み
で
す
。「
現
代
世
界
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
国
際
研
究
所
」

（The International Institute for Study of Islam
 in the M

odern 

W
orld=ISIM

）
の
研
究
部
長
で
あ
り
、ラ
イ
デ
ン
大
学
（
オ
ラ
ン
ダ
）

の
「
イ
ス
ラ
ー
ム
と
現
代
世
界
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
議
長
で
あ

る
ア
ー
セ
フ
・
バ
ヤ
ッ
ト
（A

sef B
ayat

）
氏
は
「
ポ
ス
ト
・
イ
ス

ラ
ー
ム
主
義
は
反
イ
ス
ラ
ー
ム
で
も
、
非
イ
ス
ラ
ー
ム
で
も
、

世
俗
的
な
運
動
で
も
な
い
…
…
む
し
ろ
そ
れ
は
『（
欧
米
型
と
は
違

っ
た
）
も
う
一
つ
の
近
代
性
』
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
到
達
す
る
た

め
に
、
個
人
の
選
択
や
自
由
、
民
主
主
義
と
現
代
と
イ
ス
ラ
ー

ム
と
を
結
婚
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
（
14
）」

と
指
摘
し
て
い

ま
す
。

　

し
か
し
き
わ
め
て
残
念
な
こ
と
で
す
が
、
こ
う
し
た
変
化
は

西
洋
の
多
く
の
人
た
ち
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
し
、

実
際
の
と
こ
ろ
は
無
視
さ
れ
て
い
ま
す
。
文
明
間
・
文
化
間
対

話
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
ま
だ
理
解
し
て
い
な
い
人
に

と
っ
て
は
、
イ
ラ
ン
の
イ
ス
ラ
ー
ム
政
治
哲
学
者
・
神
学
者
の

第
一
人
者
ア
ブ
ド
ー
ル
カ
リ
ー
ム
・
ソ
ル
ー
シ
ュ
（A

bdolkarim
 

Soroush, 1945 -

）
の
次
の
言
葉
は
目
を
通
す
に
値
す
る
で
し
ょ
う
。

　
「
理
念
の
世
界
と
は
対
話
の
世
界
で
あ
る
」

　
「
宗
教
の
知
も
人
間
の
知
の
一
つ
で
あ
り
、
変
化
、
減
退
や
発

展
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」

　
「
真
理
は
ど
こ
に
あ
っ
て
も
調
和
を
保
っ
て
い
る
。
他
の
い
か

な
る
真
理
と
も
衝
突
す
る
も
の
は
真
理
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は

同
じ
家
の
住
人
で
あ
り
、
同
じ
星
座
で
煌
め
い
て
い
る
星
々
な

の
で
あ
る
。
世
界
の
片
隅
に
あ
る
一
つ
の
真
理
は
他
の
場
所
に

あ
る
す
べ
て
の
真
理
と
調
和
し
矛
盾
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
う

で
な
い
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
真
理
で
は
な
い
（
15
）」
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。
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れ
る
。
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節
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世
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え
ら
れ
る
」

に
お
け
る「
全
世
界
」（
オ
イ
ク
ネ
メ
ー
：　
　
　
　
　

）
に
由

来
し
て
い
る
。
エ
キ
ュ
メ
ニ
ズ
ム
と
は
二
〇
世
紀
初
頭
に
始
ま

っ
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
よ
る
世
界
教
会
一
致
運
動
を
指
す
。

こ
の
運
動
は
一
九
四
八
年
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
で
の
「
世
界
教
会

協
議
会
」（
Ｗ
Ｃ
Ｃ
）
の
設
立
を
も
っ
て
結
実
す
る
。
カ
ト
リ

ッ
ク
教
会
も
第
二
ヴ
ァ
チ
カ
ン
公
会
議
（
一
九
六
二
‐
六
五
年
）

以
来
、
エ
キ
ュ
メ
ニ
ズ
ム
運
動
に
積
極
的
に
参
加
し
て
い
る
。

（
９
）
聖
書
に
は
復
讐
が
神
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ

て
い
る
け
れ
ど
も
、
報
復
の
動
機
は
許
さ
れ
て
い
る
。
主
は
信

仰
者
か
ら
最
も
過
酷
に
報
復
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば「
主
よ
、立
ち
上
が
っ
て
く
だ
さ
い
。
わ
た
し
の
神
よ
、

お
救
い
く
だ
さ
い
。
す
べ
て
の
敵
の
顎
を
打
ち
、
神
に
逆
ら
う

者
の
歯
を
砕
い
て
く
だ
さ
い
」（『
詩
篇
』第
三
章
八
節
）、「
主
よ
、

敵
に
対
し
て
も
怒
り
を
も
っ
て
立
ち
上
が
っ
て
く
だ
さ
い
」

（『
詩
篇
』
第
七
章
七
節
）。
こ
の
種
の
祈
り
は
『
詩
篇
』
の
多

く
の
箇
所
に
見
ら
れ
る
。

（
10
）（
訳
注
）ガ
ン
デ
ィ
ー
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
た
新
聞
で
、「
神
の
子
」

と
い
う
意
味
で
あ
る
。

（
11
）D

aya K
rishna, C

om
parative Philosophy: W

hat It Is and W
hat 

It O
ught to Be // Interpreting Across Boundaries. N

ew
 Essays 

in C
om

parative Philosophy. Ed. by G
.J. Larson and E. 

D
eutsch. Princeton: Princeton U

niversity Press, 1988 , p. 71 .

（
12
）Fred D

allm
ayr, D

ialogue am
ong Civilizations : Som

e Exem
plary 

Voices. Palgrave M
acm

illan: N
.Y., 2002 , pp. 24 -25 .

（
13
）（
訳
注
）「
五
柱
」
と
は
ム
ス
リ
ム
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
宗
教
的

行
為
、「
五
行
」
と
も
言
わ
れ
る
。「
信
仰
告
白
」
の
ほ
か
に
、「
礼

拝
」（
サ
ラ
ー
ト
）、「
喜
捨
」（
ザ
ガ
ー
ト
）、「
断
食
」（
サ
ウ
ム
）

そ
し
て
「
巡
礼
」（
ハ
ッ
ジ
ュ
）
が
あ
る
。

（
14
）A

sef B
ayat, W

hat is Post-Islam
ism

? // ISIM
 R

eview
, 16 /

A
utum

n 2005 , p.5 .

（
15
）A

bdolkarim
 Soroush, Reason, Freedom

 &
 D

em
ocracy in Islam
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xford, 2000 , pp. 

13 , 16 , 21 .
（
Ｍ
・
ス
テ
パ
ニ
ャ
ン
ツ
／
ロ
シ
ア
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
哲
学
研
究
所

東
洋
哲
学
セ
ン
タ
ー
・
セ
ン
タ
ー
長
）

（
訳
・
や
ま
ざ
き 

た
つ
や
／
東
洋
哲
学
研
究
所
研
究
員
）

　
　
（
本
稿
は
、
二
〇
〇
五
年
の
北
京
フ
ォ
ー
ラ
ム
「
文
明
の
調
和
と

共
同
の
繁
栄
」
で
発
表
さ
れ
、
翌
年
、
北
京
大
学
か
ら
発
刊
さ

れ
たThe H

arm
ony of C

ivilizations and Prosperity for All. 
Asia

s̓ O
pportunities and D

evelopm
ent in G

lobalization

（『
文

明
の
調
和
と
共
同
の
繁
栄

│
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
お
け
る
ア
ジ

ア
の
好
機
と
発
展
』） 

二
〇
五
─二
一
五
頁
に
掲
載
さ
れ
た
論
文 

“ Is the D
ialogue betw

een W
estern and Islam

ic C
ivilizations 

possible?”

を
筆
者
の
了
解
を
得
て
翻
訳
し
た
も
の
で
す
）


