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ス
ー
フ
ィ
ー
の
存
在
理
解

　

│
無
限
定
で
普
遍
的
な
寛
容
は　
い
か
に
し
て
可
能
か（
究
極
的
な
宗
教
的
寛
容
の
存
在
論
的
基
盤
）

ア
ン
ド
レ
イ
・
ス
ミ
ル
ノ
フ

前
川
健
一　

訳

寄
稿は

じ
め
に

　

ス
ー
フ
ィ
ー
（
イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
者
）
の
思
想
家
と
し
て
有

名
な
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
（Ibn ʻA

ar bī 

一
一
六
五
〜
一
二
四
○
（
１
））

は
、

宗
教
的
寛
容
に
つ
い
て
一
つ
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
提
示
し
て
い
ま

す
。
彼
の
考
え
る
寛
容
の
理
念
は
、
そ
の
徹
底
ぶ
り
に
お
い
て
、

イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
に
お
い
て
も
西
洋
思
想
に
お
い
て
も
匹
敵
す

る
も
の
が
な
い
ほ
ど
で
す
。
彼
の
理
論
は
、
存
在
論
的
基
礎
に

依
拠
し
て
お
り
、「
存
在
の
独
一
性
」（w

ah. dat al-w
ujū d

）
論
（
２
）と

し

て
知
ら
れ
る
哲
学
的
立
場
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
た
も
の
で
す
。

本
稿
で
私
が
論
じ
よ
う
と
思
う
の
は
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
が

自
ら
の
存
在
論
と
寛
容
論
を
展
開
す
る
際
に
た
ど
っ
た
理
路
を

把
握
す
る
こ
と
以
上
に
重
要
な
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で

す
。
彼
の
議
論
の
進
展
を
規
定
す
る
枠
組
み
は
、
こ
の
理
路
に

よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ

ビ
ー
が
呈
示
す
る
諸
命
題
の
意
味
を
確
定
し
、
そ
れ
ら
が
妥
当

で
あ
る
条
件
を
定
め
て
い
る
の
は
、
こ
の
理
路
だ
か
ら
な
の
で

す
。

　

こ
の
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
、
私
は
以
下
の
作
業
を
行
い
ま

す
。
第
一
に
、
私
は
、
現
代
の
西
洋
社
会
に
お
け
る
寛
容
の
概
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念
に
つ
い
て
素
描
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
寛
容
と
い

う
概
念
と
、「
他
者
」「
統
一
」「
多
数
性
」
な
ど
と
い
っ
た
諸
概

念
と
の
関
連
、
特
に
、
一
般
と
特
殊
と
の
関
係
、
お
よ
び
、
こ

の
一
般
と
特
殊
と
の
関
係
が
有
す
る
論
理
的
な
側
面
が
寛
容
の

概
念
を
形
成
す
る
上
で
い
か
に
重
要
で
あ
る
か
と
い
っ
た
こ
と

を
、簡
潔
に
述
べ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
第
二
に
、イ
ブ
ン
・

ア
ラ
ビ
ー
が
、（
字
義
上
で
は
）
先
に
あ
げ
た
の
と
同
じ
諸
概
念
に

つ
い
て
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
か
を
説
明
し
た
い
と
思
い

ま
す
。
そ
れ
ら
は
、「
他
者
」（ghayr
）、「
分
有
」（m

ushā raka

）、「
類

似
」（m

ushā baha

）、「
一
」（w

āh. id

）、「
一
性
」（ah. adiyya

）、「
多
」

（kathra

）
等
々
で
す
。
最
後
に
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
の
思
想
の

中
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
概
念
相
互
の
論
理
的
な
関
係
に
つ
い
て

述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
西
洋
的
思
考
に
お
い
て
寛

容
論
の
一
般
的
枠
組
み
を
形
成
す
る
に
際
し
て
上
掲
の
諸
概
念

が
果
た
し
て
い
る
役
割
と
の
比
較
を
行
い
ま
す
。
こ
の
比
較
を

行
う
共
通
の
論
理
的
基
盤
を
成
す
の
は
、
否
定
の
関
係
で
す
。

私
が
言
い
た
い
の
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
で
す
。
私
の
「
自
己
」

に
対
し
て
、「
他
者
」
は
否
定
の
関
係
に
あ
り
ま
す
（
あ
る
い
は
、

別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
二
つ
の
「
他
」
は
相
互
否
定
の
関
係
に
あ
り

ま
す
）。
そ
の
結
果
、
寛
容
と
は
、
こ
の
否
定
を
超
克
す
る
こ
と

を
意
味
し
ま
す
。
こ
の
「
他
者
た
ち
」
を
特
殊
と
見
な
す
な
ら
、

相
互
否
定
の
超
克
は
何
ら
か
の
一
般
性
へ
の
到
達
を
意
味
し
ま

す
。
そ
う
し
た
一
般
性
は
、
一
般
性
を
構
成
す
る
特
殊
の
側
に

お
け
る
、相
互
の
「
敵
意
」
を
乗
り
越
え
る
も
の
で
す
。
イ
ブ
ン
・

ア
ラ
ビ
ー
が
、
以
上
述
べ
た
の
と
同
じ
論
理
的
構
図
を
採
っ
て

い
る
こ
と
に
、
私
は
同
意
し
ま
す
が
、
同
時
に
、
否
定
の
手
続

き
に
つ
い
て
の
彼
の
理
解
は
上
記
の
も
の
と
は
異
な
っ
て
お
り
、

そ
れ
故
、
一
般
化
の
手
続
き
に
つ
い
て
も
異
な
っ
て
い
ま
す
。

イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
の
思
考
の
筋
道
は
特
異
で
あ
る
た
め
、
上

記
の
否
定
・
一
般
化
の
手
続
き
も
特
異
な
も
の
と
な
り
、
こ
の

特
異
性
が
彼
の
思
考
の
際
立
っ
た
徹
底
性
を
も
た
ら
し
て
い
る

の
で
す
。１　

寛
容
の
論
理
的
構
造

　

西
洋
に
お
け
る
寛
容
の
概
念
は
、
ロ
ー
マ
帝
国
の
時
代
に
姿

を
現
し
始
め
、
長
い
歴
史
の
中
で
発
展
し
て
き
た
も
の
で
あ
り
、

い
ま
だ
完
成
し
た
と
い
う
に
は
程
遠
い
も
の
で
す
。
こ
こ
で
、

そ
の
歴
史
に
何
ら
か
の
説
明
を
加
え
よ
う
と
い
う
の
は
、
向
こ
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う
見
ず
な
企
て
と
い
う
も
の
で
し
ょ
う
。
私
と
し
て
は
、
そ
れ

よ
り
も
、
寛
容
の
概
念
と
の
関
連
が
明
確
な
幾
つ
か
の
観
念
に

つ
い
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
結
果
と
し
て
、
そ

れ
は
寛
容
と
い
う
観
念
の
論
理
的
構
造
を
素
描
す
る
も
の
と
な

る
で
し
ょ
う
。
と
は
言
え
、
私
が
ぜ
ひ
と
も
主
張
し
て
お
き
た

い
の
は
、
こ
の
種
の
研
究
が
（
潜
在
的
に
で
あ
れ
明
示
的
に
で
あ
れ
）

依
拠
し
て
い
る
思
考
の
論
理
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
今
述
べ

た
観
念
の
論
理
的
構
造
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
最

後
に
も
う
一
つ
だ
け
前
置
き
を
述
べ
て
お
く
と
、
こ
の
よ
う
な

こ
と
を
す
る
こ
と
で
、
何
か
と
て
つ
も
な
い
思
い
が
け
な
い
発

見
が
あ
る
だ
ろ
う
と
い
う
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、

一
般
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
は
ず
の
事
柄
を
、
念
頭
に
置

い
て
お
こ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
「
他
者
」
の
概
念
な
し
に
「
寛
容
」
の
概
念
を
イ
メ
ー
ジ
す
る

こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
す
。
こ
こ
何
十
年
か
の
間
、「
他
者
」

や
「
他
性
」
は
、
哲
学
者
や
人
類
学
者
の
特
別
な
関
心
を
引
い

て
き
ま
し
た
。
彼
ら
は
膨
大
な
研
究
を
通
じ
て
、
こ
れ
ら
の
概

念
に
磨
き
を
か
け
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
久
し
い
以

前
か
ら
、
思
想
家
た
ち
の
世
界
に
は
「
他
者
」
が
出
現
し
て
い

ま
し
た
。
少
な
く
と
も
、
寛
容
と
い
う
テ
ー
マ
に
関
心
を
持
つ

思
想
家
た
ち
に
と
っ
て
は
、
そ
う
で
し
た
。
実
際
の
と
こ
ろ
、

そ
も
そ
も
の
出
発
点
か
ら
し
て
、
寛
容
と
は
、
他
者
に
対
し
て

取
る
態
度
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
当
初
、
寛

容
と
は
何
よ
り
も
ま
ず
宗
教
的
寛
容
で
あ
り
、
後
に
な
っ
て
、

非
宗
教
的
な
領
域
も
カ
バ
ー
す
る
よ
う
発
展
し
た
の
で
す
。
今

日
、「
他
者
へ
の
寛
容
」
と
い
う
観
念
な
し
に
、
社
会
の
中
で
の

関
係
性
や
異
文
化
間
の
関
係
性
を
論
ず
る
こ
と
は
困
難
で
す
。

そ
の
「
他
者
」
が
、
他
の
人
間
で
あ
れ
、
他
の
文
化
で
あ
れ
、

他
の
宗
教
で
あ
れ
、
そ
の
他
何
で
あ
れ
、
そ
う
な
の
で
す
。
寛

容
と
は
何
で
あ
る
か
を
理
解
す
る
た
め
に
、「
他
者
」
は
非
常
に

重
要
な
概
念
で
あ
る
、
と
言
う
だ
け
で
は
不
十
分
で
す
。
む
し

ろ
次
の
よ
う
に
言
う
方
が
適
切
で
す
。「
他
者
」
の
概
念
な
し
で

は
、「
寛
容
」
は
理
解
で
き
な
い
。
そ
れ
故
、
寛
容
に
つ
い
て
考

察
す
る
こ
と
は
、「
他
者
」
に
対
し
て
「
私
が
」
ど
の
よ
う
に
関

係
す
る
か
（
あ
る
い
は
、二
つ
の
「
他
者
」
が
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
か
）

を
考
察
す
る
こ
と
だ
、
と
。

　

寛
容
を
論
ず
る
の
に
、
ど
う
し
て
「
他
者
」
が
こ
れ
ほ
ど
に

不
可
欠
な
の
で
し
ょ
う
か
。
私
の
考
え
で
は
、
そ
の
答
え
は
以
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下
の
よ
う
な
も
の
で
す
。「
な
ぜ
な
ら
、『
他
者
』
は
、
私
の
『
自

己
』
を
否
定
す
る
関
係
に
あ
り
、
寛
容
と
は
、
こ
う
し
た
否
定

か
ら
生
じ
る
悲
惨
な
結
果
を
最
小
化
し
よ
う
と
す
る
企
て
だ
か

ら
で
あ
る
」。
こ
う
し
た
否
定
を
完
全
に
超
克
す
る
こ
と
、
す
な

わ
ち
、
無
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
む
し
ろ

明
白
で
あ
り
、
時
と
し
て
重
要
な
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
（
少
な
く

と
も
、「
狼
が
子
羊
と
と
も
に
宿
る
」〈
イ
ザ
ヤ
書
一
一
・
六
〉
時
が
訪

れ
る
ま
で
は
、
そ
う
で
し
ょ
う
）。
寛
容
が
否
定
を
消
し
去
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
成
員
総
体
の
存
続
や
安
寧
を
脅
か
す
こ
と

が
な
い
よ
う
、
方
向
転
換
を
行
う
の
で
す
。

　

そ
れ
故
、
寛
容
は
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
ま
す
。
す
な
わ
ち
、

否
定
を
横
断
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
り
、
否
定
と
い
う
、
対
立

す
る
二
つ
の
も
の
の
間
の
関
係
を
、
相
互
否
定
を
止
揚
す
る
統

一
へ
と
移
行
さ
せ
る
手
段
で
あ
る
、
と
。
こ
の
移
行
に
は
、
次

の
二
つ
の
見
方
が
あ
り
え
ま
す
。
一
つ
は
、
二
つ
の
「
他
者
」

は
あ
い
か
わ
ら
ず
並
び
立
つ
こ
と
が
で
き
ず
、
互
い
に
対
立
し

合
っ
て
い
る
、
と
い
う
も
の
。
も
う
一
つ
は
、
対
立
と
相
互
否

定
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
二
つ
は
統
一
さ
れ
て
い
る
、
と
い

う
も
の
で
す
。

　

対
立
す
る
二
つ
の
「
他
者
」
の
間
に
お
け
る
否
定
は
、
そ
の

起
源
に
関
す
る
限
り
、
二
面
性
を
持
っ
て
い
ま
す
。

　

一
方
で
は
、
二
つ
の
も
の
が
互
い
に
対
立
し
合
っ
て
い
る
の

は
、
そ
れ
ら
が
実
際
に
は
何
か
を
共
有
し
て
い
る
か
ら
で
す
。

生
物
学
的
に
言
え
ば
、
同
一
の
種
に
属
す
る
個
体
は
、
同
じ
も

の
を
餌
に
し
て
お
り
、
一
定
量
の
供
給
の
中
か
ら
自
ら
の
分
を

得
る
の
で
、
互
い
に
対
立
し
て
い
ま
す
。
社
会
に
あ
っ
て
も
、

人
と
し
て
生
き
て
い
く
上
で
必
要
な
も
の
（
財
産
や
地
位
・
才
能

な
ど
）
は
万
人
共
通
で
す
が
、
各
人
の
能
力
が
異
な
る
た
め
、
互

い
に
対
立
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
人
間
社
会
で
は
、
自
然
界

と
は
異
な
り
、
二
つ
の
存
在
の
間
の
否
定
し
合
う
対
立
関
係
は
、

或
る
種
の
取
引
と
共
存
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
る
こ
と
が
可
能
で

す
。
個
別
か
ら
一
般
へ
の
、
こ
の
移
行
は
、
或
る
種
の
寛
容
を

要
求
し
ま
す
。
少
な
く
と
も
、
こ
の
移
行
が
、
二
者
の
間
の
相

互
否
定
を
、
彼
ら
の
関
係
の
中
心
か
ら
、
そ
の
周
縁
へ
と
追
い

や
り
、
相
互
否
定
を
共
通
了
解
に
よ
っ
て
置
き
換
え
る
も
の
で

あ
る
場
合
は
、
そ
う
な
り
ま
す
。

　

他
方
、
二
つ
の
も
の
が
共
通
の
性
質
を
有
し
て
い
な
い
場
合

に
も
、
こ
の
二
つ
の
も
の
は
対
立
し
合
い
ま
す
が
、
こ
の
対
立
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が
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
を
彼
ら
は
了
解
し
て
い
ま
す
。
こ
の
こ

と
を
具
体
的
に
示
す
の
が
、
宗
教
的
真
理
や
科
学
的
真
理
に
関

し
て
、
二
人
の
論
者
が
置
か
れ
る
関
係
で
す
。
真
理
は
一
つ
だ

と
想
定
さ
れ
て
お
り
、
も
し
二
人
の
人
が
異
な
っ
た
意
見
を
持

つ
場
合
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
だ
け
が
真
理
で
あ
り
（
あ
る
い
は
、

ど
ち
ら
も
真
理
で
は
な
く
）、
両
方
と
も
真
理
で
あ
る
こ
と
は
な
い

の
で
す
。
こ
う
い
う
わ
け
で
、
真
理
に
関
す
る
場
合
、
二
つ
の

も
の
は
互
い
に
否
定
し
合
う
関
係
に
あ
り
ま
す
。
も
し
両
者
が

こ
の
状
況
を
重
要
な
問
題
と
考
え
る
な
ら
、
相
互
否
定
が
暴
力

へ
と
転
換
し
う
る
こ
と
も
あ
り
え
ま
す
。
こ
う
し
た
事
態
は
、

人
間
の
歴
史
の
中
で
数
多
く
見
ら
れ
た
も
の
で
す
し
、
現
に
今

も
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
こ
の
状
況
を
解
決
す
る
唯
一
の

方
法
は
、
対
立
す
る
両
者
に
次
の
こ
と
を
信
じ
さ
せ
る
こ
と
で

す
。
あ
な
た
た
ち
の
対
立
は
互
い
の
死
命
を
制
す
る
ほ
ど
に
重

要
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
故
、
完
勝
か
全
滅
か
と
い
っ
た
二

者
択
一
で
は
な
い
仕
方
（
た
と
え
ば
穏
や
か
な
議
論
な
ど
）
に
転
換

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
、
と
。
何
を
真
理
と
す
る
の
か
と

い
う
こ
と
に
関
す
る
相
容
れ
な
い
二
つ
の
意
見
が
平
和
裡
に
共

存
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
通
常
、
両
者
の
対
立
を
何
ら
か

の
共
通
了
解
や
同
意
に
置
き
換
え
る
こ
と
に
基
づ
い
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
対
立
を
彼
ら
の
関
係
性
の
中
で
の
周
縁
部
へ
と
追
い

や
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
最
後
の
ス
テ
ッ
プ
に
よ
り
、

二
つ
の
「
他
者
」
の
間
の
否
定
を
超
克
す
る
こ
と
に
関
し
て
最

初
に
述
べ
た
見
方
へ
と
戻
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
こ
ま
で
の
議
論
を
要
約
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

つ
ま
る
と
こ
ろ
、「
寛
容
」
の
論
理
的
構
造
と
は
、
否
定
か
ら
止

揚
へ
の
移
行
な
の
で
す
。
そ
れ
は
、
特
殊
を
一
般
化
し
、
そ
う

し
て
多
数
の
も
の
の
統
一
へ
と
到
達
す
る
こ
と
で
、
成
し
遂
げ

ら
れ
ま
す
（
否
定
の
第
一
の
起
源
の
場
合
）。
こ
の
戦
略
が
形
式
論

理
的
な
理
由
で
適
用
で
き
な
い
場
合（
否
定
の
第
二
の
起
源
の
場
合
、

つ
ま
り
、
Ａ
か
非
Ａ
か
が
真
理
で
あ
り
、
両
方
と
も
真
理
で
あ
る
こ
と

は
な
い
、
と
い
う
時
）、
破
壊
的
な
否
定
は
周
縁
へ
と
追
い
や
ら
れ
、

周
縁
で
の
対
立
を
許
容
す
る
一
方
で
、
共
存
の
た
め
の
相
互
の

同
意
が
中
心
部
分
を
占
め
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

私
の
考
え
で
は
、
こ
の
ひ
ど
く
簡
潔
で
一
般
化
さ
れ
た
論
理

的
構
造
は
、
今
述
べ
た
よ
う
な
仕
方
で
な
く
と
も
、
寛
容
を
め

ぐ
る
多
く
の
（
全
て
で
は
な
い
に
せ
よ
）
現
代
の
理
論
の
背
後
に
存

在
し
て
い
る
も
の
で
す
。
マ
ル
チ
カ
ル
チ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
（
多
文
化
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共
生
論
）
に
つ
い
て
語
る
時
、
私
た
ち
は
次
の
よ
う
な
こ
と
を
含

意
し
て
い
ま
す
。「
文
化
的
観
点
」
に
い
か
な
る
多
様
性
が
あ
ろ

う
と
も
、
と
も
に
生
き
る
こ
と
を
望
む
以
上
、
多
様
な
文
化
が

同
意
せ
ざ
る
を
得
な
い
何
ら
か
の
共
通
原
則
が
あ
る
、
と
。
こ

う
し
た
共
通
原
則
は
、
各
文
化
が
ど
の
よ
う
な
偏
差
を
許
容
し

よ
う
と
も
、
そ
れ
ら
に
優
越
す
る
も
の
で
す
。
こ
う
し
た
原
則

は
多
く
は
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
紛
争
の
際
に
は
い
か
な

る
文
化
的
特
殊
性
よ
り
も
重
要
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
違
反
が
認

め
ら
れ
ま
せ
ん
。
こ
う
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば
、
寛
容
は
自
由

放
任
に
転
化
し
、
社
会
の
解
体
に
帰
結
す
る
で
し
ょ
う
。
こ
の

周
知
の
命
題
は
、
一
と
多
と
の
関
係
の
論
理
的
構
造
に
含
意
さ

れ
て
い
る
も
の
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
す
な
わ
ち
、
多
は
、
一
般

化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
々
の
多
様
性
と
、
相
互
否
定
的

な
特
徴
と
を
部
分
的
に
失
う
の
で
す
。
現
代
的
な
理
論
に
お
い

て
は
、
文
化
的
多
様
性
や
一
般
化
し
得
な
い
特
質
に
大
幅
な
余

地
を
与
え
る
傾
向
に
あ
り
、
宗
教
的
真
理
や
科
学
的
真
理
を
め

ぐ
る
闘
争
は
必
ず
し
も
反
対
派
へ
の
弾
圧
を
招
く
も
の
で
は
な

い
と
信
じ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
う
し
た
理
論
に
お
い
て
も
、

否
定
の
論
理
的
構
造
と
、
寛
容
を
通
じ
て
の
止
揚
と
が
否
定
さ

れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

２　

イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
の
寛
容
論

　

以
上
を
ふ
ま
え
、
我
々
は
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
が
提
示
す
る

寛
容
の
理
論
に
目
を
向
け
た
い
と
思
い
ま
す
。
本
稿
で
引
用
す

る
の
は
彼
の
『
叡
智
の
台
座
』（Fus. ūs.  al- H. ikam

）
で
す
。
こ
れ

は
比
較
的
短
い
著
作
で
す
が
、「
最
も
偉
大
な
師
（
３
）」

の
哲
学
的
見

解
を
要
約
し
て
い
ま
す
。
私
は
関
連
す
る
箇
所
を
読
み
、
先
に

提
示
し
た
「
寛
容
」
の
論
理
的
構
造
を
通
じ
て
理
解
し
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
。
上
述
の
よ
う
に
、
こ
の
論
理
的
構
造
は
極
端

に
抽
象
的
な
も
の
で
す
の
で
、
寛
容
と
い
う
も
の
を
基
本
的
に

他
者
に
対
す
る
態
度
で
あ
る
と
考
え
て
良
け
れ
ば
、
寛
容
に
つ

い
て
の
ど
の
よ
う
な
議
論
で
あ
れ
、
こ
の
構
造
か
ら
説
明
可
能

だ
と
予
想
さ
れ
ま
す
。

　

イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
は
「
寛
容
」（
ア
ラ
ビ
ア
語
で
は
通
常sam

āh. a

と
訳
さ
れ
る
）
と
い
う
語
や
そ
の
派
生
語
は
、
ご
く
稀
な
機
会
（
４
）に

し
か
用
い
て
い
ま
せ
ん
が
、
他
の
宗
教
や
信
仰
（
異
教
徒
や
不
信

仰
者
も
含
め
て
）
に
つ
い
て
の
長
大
で
詳
細
な
彼
の
論
述
は
、
寛

容
と
い
う
言
葉
以
外
で
は
形
容
し
が
た
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
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さ
ら
に
、「
他
者
」（ghayr

）
の
概
念
は
、
こ
の
問
題
を
め
ぐ
る

彼
の
思
考
の
中
で
枢
要
な
役
割
を
演
じ
て
お
り
、
以
下
に
引
く

引
用
に
よ
っ
て
明
確
に
示
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。
否
定
と
い
う
こ

と
に
関
し
て
言
え
ば
、
ア
ラ
ビ
ア
語
のghayr

の
方
が
、
英
語
の

the other

よ
り
も
、
否
定
の
意
味
が
明
確
で
す
。
ア
ラ
ビ
ア
語
で

「
Ａ
はghayr-

Ｂ
で
あ
る
」
と
言
え
ば
、「
Ａ
は
Ｂ
で
は
な
い
」「
Ａ

は
Ｂ
と
は
違
う
」
と
い
う
意
味
で
す
。「
他
性
」（ghayriyya

）
と

否
定
と
は
密
接
な
関
係
に
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
、
こ
の
世
界
の
任
意
の
他
の

も
の
か
ら
す
れ
ば
、「
他
者
」で
す
。
こ
の
世
界
は「
多
数
」（kathra

）

の
「
他
者
」
か
ら
成
っ
て
お
り
、全
て
の
「
他
者
」
は
「
一
者
」（
＝

神
）
と
何
ら
か
の
関
係
を
有
し
て
い
ま
す
。「
他
性
」
は
こ
の
世

界
を
特
徴
づ
け
る
も
の
で
す
が
、「
一
者
」
と
の
関
係
に
よ
っ
て

乗
り
越
え
ら
れ
ま
す
。
一
者
に
は
い
か
な
る
他
性
も
存
在
し
な

い
か
ら
で
す
。
多
か
ら
一
者
へ
の
こ
の
移
行
は
、
他
者
の
間
の

相
互
否
定
を
止
揚
し
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
の
思
想
を
、
不
正
確
に
な
ら

な
い
範
囲
で
、
簡
潔
に
、
き
わ
め
て
単
純
化
し
て
説
明
し
た
も

の
で
す
が
、
こ
の
説
明
を
聞
け
ば
、
他
性
と
、
或
る
種
の
一
般

化
を
通
じ
て
の
他
性
の
超
克
と
い
う
論
理
的
構
造
が
、
以
前
に

述
べ
た
と
こ
ろ
と
基
本
的
に
同
一
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
で
し

ょ
う
。
次
に
、
宗
教
的
寛
容
と
い
う
、
よ
り
具
体
的
な
問
題
へ

と
進
ん
で
い
く
と
、
こ
の
結
論
は
再
確
認
さ
れ
ま
す
。
イ
ブ
ン
・

ア
ラ
ビ
ー
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
ま
す
。
様
々
な
信
仰
の
間

の
（
の
み
な
ら
ず
、
信
仰
と
不
信
仰
の
間
の
）
差
異
は
、
全
て
の
人

間
は
神
の
似
像
で
あ
る
と
い
う
事
実
が
示
す
人
間
の
共
通
性
か

ら
見
れ
ば
、
無
視
し
て
も
構
わ
な
い
の
だ
、
と
。
こ
の
戦
略
は
、

既
に
記
し
た
と
こ
ろ
と
論
理
的
に
等
価
で
あ
る
と
見
え
ま
す
。

す
な
わ
ち
、
何
が
真
理
と
考
え
る
の
か
違
い
が
あ
っ
て
も
、
そ

れ
を
不
問
に
付
し
、
不
一
致
に
換
え
て
、
神
性
を
体
現
で
き
る

と
い
う
全
人
類
共
通
の
可
能
性
を
前
面
に
立
て
る
、
と
い
う
も

の
で
す
。

　

こ
う
し
た
こ
と
全
て
を
念
頭
に
置
い
て
、
私
は
、
現
在
論
じ

て
い
る
話
題
に
直
接
関
連
す
る
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
の
著
作
の

一
部
を
読
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
彼
の
存
在
論
か
ら
始
め
、

宗
教
的
寛
容
に
向
か
う
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
私
が
意
図
し
て

い
る
の
は
、「
寛
容
」
概
念
の
一
般
的
論
理
構
造
が
、
こ
の
話
題

に
関
す
る
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
の
言
説
に
ど
の
く
ら
い
適
用
で
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き
る
か
を
テ
ス
ト
す
る
こ
と
で
す
。
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
の
思

想
を
前
も
っ
て
素
描
し
て
お
く
こ
と
で
、
こ
の
適
用
可
能
性
を

確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
こ
こ
で
我
々
に
ぜ
ひ
と

も
必
要
な
の
は
、
こ
の
「
最
も
偉
大
な
師
」
の
著
作
に
対
し
、

よ
り
一
層
詳
細
な
検
討
を
行
う
こ
と
で
す
。
当
然
で
す
が
、
紙

幅
の
関
係
上
、
ご
く
一
部
を
引
用
す
る
に
と
ど
め
、
他
の
多
く

の
部
分
を
割
愛
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ

ー
の
議
論
の
筋
道
の
中
で
重
要
な
段
階
を
印
づ
け
る
と
同
時
に
、

彼
の
全
著
作
を
代
表
す
る
よ
う
な
部
分
を
注
意
深
く
選
び
出
し

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
は
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
の
理
論
の
核
心
へ
と
導
く
引

用
か
ら
始
め
ま
し
ょ
う
。
世
界
と
神
と
の
関
係
が
い
か
に
考
察

さ
れ
る
の
か
を
論
じ
て
、
こ
の
「
最
も
偉
大
な
師
」
は
次
の
よ

う
に
言
い
ま
す
。

存
在
（kaw

n

）
に
つ
い
て
、
随
意
に
語
る
が
よ
い
。「
そ
れ

は
創
造（al-khalq

）で
あ
る
」と
言
う
の
も
良
い
だ
ろ
う
。「
そ

れ
は
真
理
（al-h. aqq

）
で
あ
る
」
と
言
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
。

「
真
理
に
し
て
創
造
（al-h. aqq al-khalq

）
で
あ
る
」
と
願
う

な
ら
、
そ
う
言
い
た
ま
え
。
あ
る
い
は
、「
あ
ら
ゆ
る
点
で

真
理
だ
と
い
う
の
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
点
で
創
造
で
あ

る
と
い
う
の
で
も
な
い
」
と
願
う
な
ら
、
そ
う
言
っ
て
も

良
い
。
あ
る
い
は
、
当
惑
（h. arya

）
に
つ
い
て
語
っ
て
も
よ

い
。
な
ぜ
な
ら
、
階
層
（m

arā tib

）
を
指
示
す
る
こ
と
で
、

汝
が
﹇
理
解
し
よ
う
と
﹈
求
め
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
か
ら
で
あ
る
（bā nat al-m

at. ā lib （５
））。

　

こ
の
命
題
は
、
相
対
主
義
や
懐
疑
論
、
不
可
知
論
な
ど
と
い

っ
た
も
の
と
は
、
ま
る
で
違
い
ま
す
。
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
が

〝「
求
め
て
い
る
こ
と
」（m

at. ā lib

）
が
明
ら
か
に
な
っ
た
〞
と
述

べ
て
い
る
の
は
偶
然
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
に
は
、
相
対
主

義
な
ど
に
つ
い
て
通
常
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
疑
問
や
不

確
実
性
の
余
地
が
全
く
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、こ
の
明
晰
さ（
認

識
論
的
確
実
性
）
は
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
に
よ
っ
て
、
当
惑
と

等
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
理
由
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、「
顕

在
」（z. ā hir

）
と
「
潜
在
」（bāt. in

）
と
い
う
二
つ
の
新
し
い
概
念

を
導
入
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
「
顕
在
（
外
）」（z. ā hir

）
と
「
潜
在
（
内
）」（bāt. in

）
と
い
う
概

念
は
、
決
し
て
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
が
発
明
し
た
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
で
は
、
文
献
学
、
法
学
（fiqh

）、
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哲
学
を
は
じ
め
と
す
る
諸
種
の
知
識
分
野
の
理
論
的
言
説
に
お

い
て
、
そ
の
発
展
の
初
期
の
段
階
か
ら
、
こ
の
二
つ
の
概
念
は

用
い
ら
れ
て
き
ま
し
た
。「
顕
在
」
と
「
潜
在
」
は
、
或
る
種
の

メ
タ
・
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
な
り
、
様
々
な
思
考
の
領
域
に
お
い
て

議
論
の
筋
道
を
組
織
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
ま
し
た
。
ス
ー
フ
ィ

ズ
ム
に
お
い
て
は
、
こ
の
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
神
と
世
界

と
の
関
係
、
す
な
わ
ち
一
と
多
と
の
関
係
を
理
解
で
き
る
よ
う

に
す
る
た
め
に
適
用
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
ス
ー
フ
ィ
ー
の

思
想
家
た
ち
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
た
、
全
く
新
し
い
用
法
で
し

た
（
そ
う
し
た
人
々
の
先
駆
者
の
一
人
と
し
て
、『
台
座
の
書
』（K

itāb 

al-Fus. ūs.

）
の
著
者
を
挙
げ
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
こ
の
著
作
は
一

般
に
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
（
６
）の

も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
）。
言
う

ま
で
も
な
く
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
は
こ
の
路
線
に
対
し
て
実

質
的
な
貢
献
を
し
た
の
で
し
た
。

　
「
顕
在
」
と
「
潜
在
」
と
の
関
係
は
、
言
葉
の
上
で
の
類
似
性

か
ら
想
起
さ
せ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
、
現
象
と
本
質
と
の
関

係
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
し
た
並
置
は
ひ
ど
い
誤
解
を
招
く

も
の
で
す
。「
顕
在
」
と
「
潜
在
」
と
は
、
現
象
と
本
質
と
の
よ

う
に
、
何
ら
か
の
階
層
関
係
に
従
属
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
む
し
ろ
、
こ
の
二
つ
は
い
わ
ば
同
じ
平
面
に
位
置
し
て
い

る
の
で
す
。
そ
し
て
、
通
常
、
こ
の
二
つ
の
間
に
は
或
る
種
の

調
和
的
な
関
係
が
予
期
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
す
な
わ
ち
、「
顕

在
」
は
「
潜
在
」
に
変
換
さ
れ
、「
潜
在
」
は
「
顕
在
」
へ
と
変

換
さ
れ
る
の
で
す
。

　

こ
こ
か
ら
帰
結
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
少
な
く
と
も
三
点
述

べ
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
第
一
に
、物
事
を
理
解
す
る
上
で
、

「
潜
在
」
が
「
顕
在
」
よ
り
も
重
要
だ
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
（
本
質
と
現
象
と
で
あ
れ
ば
、
事
物
の
多
様
な
現
象
的
顕
現
よ
り
も

そ
の
本
質
の
方
に
意
味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
）。

重
要
な
の
は
、「
顕
在
」
と
「
潜
在
」
と
の
関
係

0

0

で
す
。
或
る
事

物
に
つ
い
て
、「
顕
在
」
が
い
か
に
し
て
我
々
を
「
潜
在
」
に
導
き
、

逆
に
「
潜
在
」
が
い
か
に
し
て
「
顕
在
」
へ
導
く
か
を
理
解
す

る
時
、我
々
は
そ
の
事
物
を
理
解
す
る
の
で
す
。
第
二
に
、「
潜
在
」

は
「
顕
在
」
と
違
っ
て
不
変
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
せ

ん
（
一
方
、
本
質
は
恒
常
的
で
あ
り
、
現
象
的
顕
現
は
不
断
に
変
化
す

る
と
考
え
ら
れ
ま
す
）。
両
者
の
う
ち
の
片
方
は
、
残
り
の
片
方
を

「
変
換
」
し
た
も
の
な
の
で
、「
顕
在
」
に
お
け
る
変
化
は
「
潜
在
」

を
改
変
し
、
逆
も
ま
た
同
様
で
す
。
第
三
に
、
事
物
が
存
続
す
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る
の
は
、「
顕
在
」
と
「
潜
在
」
と
の
間
に
同
一
の
「
変
換
的
移
行
」

が
起
こ
っ
て
い
る
間
で
あ
り
、「
潜
在
」
が
不
変
の
ま
ま
で
あ
る

間
で
は
あ
り
ま
せ
ん
（
本
質
の
場
合
、
本
質
が
変
化
し
な
い
か
ぎ
り

事
物
は
変
化
し
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
）。

　

こ
う
し
た
論
理
的
枠
組
み
の
締
め
く
く
り
に
述
べ
て
お
き
た

い
の
は
、「
顕
在
」「
潜
在
」
の
両
側
面
を
問
題
に
し
て
い
る
、

当
の
「
事
物
」
の
概
念
で
す
。
事
物
は
、
単
に
こ
の
二
つ
の
側

面
の
み
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
こ
の

二
つ
の
間
の
「
変
換
的
移
行
」
の
関
係
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て

い
ま
す
。
事
物
と
は
、
言
わ
ば
、「
顕
在
」
を
「
潜
在
」
に
転
じ
、

「
潜
在
」
を
「
顕
在
」
に
転
じ
る
可
能
性
の
よ
う
な
も
の
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
一
方
か
ら
他
方
に
「
転
ず
る
」
と
い
う
の
は
、
錬

金
術
的
な
技
術
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
具
体
的

な
存
在
論
的
実
在
に
照
応
す
る
認
識
論
的
な
操
作
の
こ
と
で
す
。

　

イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
は
、
こ
の
一
般
的
枠
組
み
を
、
哲
学
的

に
定
式
化
さ
れ
た
問
い
に
適
用
し
ま
す
。
そ
の
問
い
と
は
、〝
一

と
多
と
か
ら
成
る
こ
の
世
界
は
、
い
か
に
し
て
成
り
立
っ
て
い

る
の
か
？
〞
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
の
世
界
と
い
う
全
体
を
表

す
た
め
、イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
はal-kaw

n

（
先
の
引
用
に
既
出
）
や
、

あ
る
い
は
そ
の
代
わ
り
に
、al- ʼam

r

やal-sha ʼn

と
い
う
語
を
用

い
ま
す
（
後
の
二
つ
は
、通
常
は
「
こ
と
」
や
「
物
事
」
と
訳
さ
れ
ま
す
）。

こ
の
世
界
全
体
の
「
顕
在
」
面
は
、
し
ば
し
ば
「（
神
に
よ
る
）

創
造
」（al-khalq

）
と
呼
ば
れ
る
こ
の
世
界
で
あ
る
の
に
対
し
、「
潜

在
」
面
は
神
で
あ
り
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
は
一
般
的
に
「
真
理
」

（al-h. aqq

）
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
上
述
し
た
よ
う
な
性
格
の
直
接

的
照
応
は
、「
顕
在
」
と
「
潜
在
」
と
の
間
、
な
い
し
、
こ
の
世

界
と
神
と
の
間
で
、
二
つ
の
レ
ベ
ル
で
存
在
し
て
い
ま
す
。
第

一
に
は
、
こ
の
世
界
は
全
体
と
し
て
神
と
照
応
し
て
い
ま
す
。

第
二
に
、
こ
の
世
界
の
任
意
の
事
物
は
、「
神
の
中
の
そ
れ
自
身
」

と
照
応
し
て
い
ま
す
。

　
「
顕
在
」
と
「
潜
在
」
と
を
一
つ
に
結
び
つ
け
る
、こ
の
「
照
応
」

を
、私
は
、「
転
換
を
通
じ
て
の
照
応
」
と
呼
び
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
体
、
こ
の
「
照
応
」
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。
イ
ブ
ン
・
ア
ラ

ビ
ー
は
譬
喩
的
に
、
絶
え
間
な
き
神
の
息
吹
と
し
て
描
き
出
し

て
い
ま
す
。
吸
気
は
こ
の
世
界
を
神
の
う
ち
に
「
吸
引
」
し
、

呼
気
は
こ
の
世
界
を
神
の
外
側
に
「
排
出
」
し
ま
す
。
こ
の
「
吸

引
」
と
「
排
出
」
は
、「
顕
在
」
か
ら
「
潜
在
」
へ
の
、そ
し
て
「
顕

在
」
か
ら
「
潜
在
」
へ
の
転
換
を
観
想
す
る
方
法
の
一
つ
で
す
。
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こ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
は
、「
新
し
い
創
造
」（khalq jadī d

）
の
理
論

に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
ま
す
。
そ
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
時
間
の
最

小
単
位
（zam

ã n fard

）
ご
と
に
、
こ
の
世
界
の
神
へ
の
帰
滅
と
再

創
造
と
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
極
め
て
興
味
深
い
理

論
に
こ
れ
以
上
紙
幅
を
費
や
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
代

わ
り
に
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
の
文
を
も
う
一
つ
引
用
す
る
こ

と
で
、「
顕
在
」
と
「
潜
在
」
と
の
関
係
を
よ
り
明
確
に
し
た
い

と
思
い
ま
す
。

生
み
出
さ
れ
た
も
の
（m

uh. dath

）
は
生
み
出
さ
れ
た
の
で

あ
り
、
そ
れ
に
原
因
を
与
え
た
生
み
出
す
も
の
を
必
要
と

し
て
い
る
こ
と
は
、
疑
い
を
容
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ

れ
自
体
で
は
、
そ
れ
は
可
能
的
な
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で

あ
る
（li-im

kā ni-hi li-nafsi-hi （７
））。

　

こ
こ
で
、イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
は
、「
可
能
的
な
も
の
」（m

um
kin

）

と
い
う
概
念
を
用
い
て
い
ま
す
。こ
れ
は
、ム
ア
タ
ズ
ィ
ラ
派
（
８
）に

よ
っ
て
導
入
さ
れ
、
イ
ブ
ン
・
ス
ィ
ー
ナ
ー
（
９
）の

存
在
論
で
発
展

さ
せ
ら
れ
た
も
の
で
す
。
可
能
的
な
も
の
と
は
、
一
般
に
次
の

よ
う
に
理
解
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
実
在
す
る
こ
と
も
実
在
し

な
い
こ
と
も
等
し
く
可
能
で
あ
り
、
そ
の
均
衡
状
態
を
ど
ち
ら

か
に
傾
か
せ
、
実
在
・
非
実
在
の
い
ず
れ
か
に
決
す
る
に
は
、

何
か
外
部
の
も
の
（m

urajjih.

〈
過
半
数
を
与
え
る
も
の
〉
と
呼
ば
れ

ま
す
）
が
必
要
で
す
。
そ
う
や
っ
て
、
実
在
す
る
こ
と
に
な
っ
た

場
合
に
は
、「
他
に
よ
っ
て
必
然
で
あ
る
も
の
」（w

ā jib bi-ghayri-

hi

）
と
な
り
、
実
在
し
な
い
こ
と
に
な
れ
ば
、「
他
に
よ
っ
て
不

可
能
で
あ
る
も
の
」（m

um
tani ʻ bi-ghayri-hi

）
と
な
り
ま
す
。
こ

の
理
論
は
、
他
者
と
他
性
に
つ
い
て
の
我
々
の
議
論
に
直
結
し

て
い
ま
す
。
次
の
よ
う
な
こ
と
を
見
て
と
る
の
は
、
難
し
い
こ

と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
方
に
は
、
実
在
と
非
実
在
が
あ
り
、

他
方
に
は
、
他
性
が
あ
り
、
こ
の
両
者
は
一
緒
に
存
在
し
て
い

ま
す
。
実
在
・
非
実
在
の
ど
ち
ら
か
が
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
不

可
避
的
に
他
者
が
存
在
し
て
い
ま
す
。
逆
に
、他
性
が
な
け
れ
ば
、

（
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
が
先
の
引
用
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
）「
そ
れ
自

体
と
し
て
可
能
的
で
あ
る
も
の
」
に
つ
い
て
語
り
得
る
の
み
で

あ
り
、「
他
に
よ
っ
て
実
在
す
る
も
の
」
や
「
他
に
よ
っ
て
非
実

在
で
あ
る
も
の
」
に
つ
い
て
は
語
り
得
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
世
界
は
実
在
し
て
い
る
事
物
で
成
り
立
っ
て
お
り
、
何

ら
か
の
意
味
で
非
実
在
で
あ
る
若
干
の
事
物
に
つ
い
て
も
語
り

得
る
、
と
い
う
哲
学
的
主
張
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
世
界
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を
実
在
と
非
実
在
に
分
割
し
て
し
ま
う
と
、「
そ
れ
自
体
と
し
て

可
能
的
で
あ
る
も
の
」
の
余
地
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
理

論
の
支
持
者
に
つ
い
て
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
は
次
の
よ
う
に

言
っ
て
い
ま
す
。

思
考
力
の
弱
い
理
論
家
た
ち
の
中
に
は
、
可
能
性
（im

kā n

）

を
否
定
し
、
そ
れ
自
体
に
よ
る
必
然
性
と
、
他
に
よ
る
必

然
性
と
﹇
の
み
﹈
を
立
証
し
よ
う
と
い
う
傾
向
に
あ
る
者

も
い
る
。
真
理
を
把
握
し
た
者
（m

uh. aqqiq

）
で
あ
れ
ば
、

可
能
性
を
立
証
し
、
そ
れ
が
存
在
す
る
領
域
（h. ad. ra

）
を
知

る
。
そ
し
て
、
可
能
的
な
も
の
（m

um
kin

）
を
﹇
立
証
し
﹈、

可
能
的
な
も
の
が
何
で
あ
る
か
を
﹇
知
る
﹈。
ま
さ
に
そ
の

﹇
可
能
的
な
﹈
も
の
（huw

a bi-ʻ ayni-hi

）
が
「
他
に
よ
っ
て

必
然
的
な
も
の
」
で
あ
る
時
、
そ
れ
が
可
能
的
で
あ
る
理

由
を
﹇
知
り
﹈、
必
然
的
な
も
の
を
成
り
立
た
せ
る
も
の
に

「
他
」
と
い
う
名
称
が
正
当
に
も
与
え
ら
れ
て
い
る
理
由
を

﹇
知
る
﹈（10
）。

　

イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
に
よ
っ
て
彫
琢
さ
れ
た
「
可
能
的
な
も
の
」

の
概
念
は
、
可
能
的
な
も
の
に
つ
い
て
も
、「
も
の
（
＝
何
ら
か
の

も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
）」
や
「
そ
れ
の
本
体
（
そ
れ
そ
の
も
の
）」

（it-self

）
に
つ
い
て
と
同
様
、
そ
れ
が
実
在
す
る
（
な
い
し
、
非
実

在
で
あ
る
）
こ
と
に
先
立
っ
て
語
り
得
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い

ま
す
。
こ
れ
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、
事
物
は
、
実
在
す
る
こ

と
と
は
無
関
係
に
、
そ
れ
の
「
本
体
」（dhā t

）
を
有
す
る
と
い

う
こ
と
で
す
。
私
が
こ
こ
で
再
構
築
し
よ
う
と
し
て
い
る
議
論

の
筋
道
に
と
っ
て
決
定
的
に
重
要
な
こ
と
は
、
実
在
と
非
実
在

と
の
領
域
の
外
側
で
も
内
側
で
も
、
こ
の
「
本
体
」
は
同
一
で

あ
り
続
け
る
と
い
う
事
実
で
す
。
言
葉
を
換
え
て
言
え
ば
、
事

物
に
実
在
を
付
与
し
た
り
除
去
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
実
在
と

い
う
属
性
（s. ifa

）
を
除
け
ば
事
物
を
何
ら
改
変
し
な
い
の
で
す
。

　

こ
う
い
う
わ
け
で
、「
可
能
的
な
も
の
」
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
的
な
「
可
能
態
」
と
も
「
形
相
」
と
も
等
値
で
き
ず
、
プ
ラ

ト
ン
的
な
「
イ
デ
ア
」
と
も
等
値
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
は
、

イ
ブ
ン
・
ス
ィ
ー
ナ
ー
の
「
可
能
的
な
も
の
」
に
つ
い
て
語
る

時
は
、
全
く
明
白
で
す
。
し
か
し
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
の
哲

学
的
見
解
に
目
を
移
す
と
、
幾
分
か
明
瞭
さ
を
欠
く
こ
と
に
な

り
ま
す
。
彼
の
思
想
を
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
な
も
の
と
し
て
性

格
づ
け
な
い
学
者
は
、
極
め
て
少
数
で
す
（
こ
の
見
解
は
陳
腐
な

も
の
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
）。
す
な
わ
ち
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー



155

「東洋学術研究」第48巻第２号

スーフィーの存在理解

に
よ
れ
ば
、
神
は
自
ら
の
内
に
全
て
の
実
在
す
る
事
物
の
「
イ

デ
ア
」を
観
想
し
て
い
る
の
で
す
。
あ
ら
ゆ
る「
可
能
的
な
も
の
」

（m
um

kinā t　

複
数
形
）
の
総
体
が
神
的
な
も
の
の
本
体
（dhā t

）
を

構
成
し
て
い
る
の
は
間
違
い
な
い
の
で
す
が
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ

ビ
ー
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
そ
う
し
た
「
可
能
的
な
も
の
」

の
各
々
は
、
そ
れ
に
照
応
す
る
実
在
す
る
も
の
に
、
実
在
と
い

う
属
性
を
除
い
て
、
正
確
に

0

0

0

同
一
な
の
で
す
。
一
つ
の
イ
デ
ア

に
対
し
、
そ
れ
を
質
料
に
お
い
て
模
倣
す
る
も
の
は
複
数
あ
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
、
こ
う
し
た
主
張
は
不
可
能
で
し
ょ

う
。

　

イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
が
先
の
引
用
で
言
及
し
て
い
た
、「
可
能

的
な
も
の
」
の
「
存
在
す
る
領
域
」（h. ad. ra

）
と
は
、
神
的
な
も

の
の
本
体（
＝
神
そ
の
も
の
）で
す
。
こ
の
神
的
な
も
の
の
本
体
は
、

言
う
ま
で
も
な
く
、
実
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の

実
在
は
「
そ
れ
の
本
体
に
よ
っ
て
（
＝
そ
れ
自
体
と
し
て
）
必
然

的
で
あ
る
も
の
」
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
神
的
な
も
の
の
本
体

を
形
成
す
る
「
可
能
的
な
も
の
」
は
実
在
す
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
は
、
こ
の
「
可
能
的
な
も
の
」

を「
不
変
の
も
の
」（thā bit

）と
呼
び
ま
す
。
こ
の「
不
変
性
」（thubū t

）

の
概
念
は
、
早
く
も
ム
ア
タ
ズ
ィ
ラ
派
の
時
代
に
イ
ス
ラ
ー
ム

思
想
に
導
入
さ
れ
、
実
在
と
も
非
実
在
と
も
異
な
る
も
の
で
あ

る
と
理
解
す
る
哲
学
者
も
い
れ
ば
、
実
在
と
同
義
語
で
あ
る
と

理
解
す
る
哲
学
者
も
い
ま
し
た
。
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
は
と
い

う
と
、「
不
変
の
も
の
」
を
独
立
し
た
概
念
と
し
て
扱
っ
て
い
ま

す
（
そ
れ
故
、
前
者
の
見
地
に
加
担
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
）。
も

っ
と
も
、
幾
つ
か
の
箇
所
で
、
彼
は
「
不
変
の
も
の
」
と
「
非

実
在
」
と
を
等
値
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
（
こ
れ
に
よ
っ
て
、

「
可
能
的
な
も
の
」
に
つ
い
て
の
、
ま
た
、
そ
れ
が
不
変
性
・
実
在
・
非

実
在
な
ど
と
如
何
な
る
関
係
に
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
、
彼

の
見
方
が
提
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
）。
た
と
え
ば
、
彼
は
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

　
　

可
能
的
な
も
の
は
非
実
在
に
根
拠
を
有
す
る
（
11
）。

　

一
方
、
次
の
よ
う
に
も
主
張
し
て
い
ま
す
。

非
実
在
で
あ
る
﹇
と
い
う
性
質
を
付
与
さ
れ
た
﹈
具
体
物

（a ʻyā n

）
は
、
神
に
お
け
る
不
変
の
も
の
で
あ
る
（
12
）。

　

非
実
在
と
の
関
係
に
お
い
て
可
能
的
な
も
の
を
ど
う
理
解
す

る
か
と
い
う
点
で
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
の
創
案
が
い
か
な
る

も
の
で
あ
れ
、
い
ま
私
が
論
じ
て
い
る
可
能
的
な
事
物
と
実
在
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す
る
事
物
と
の
関
係
の
本
質
に
は
影
響
は
及
び
ま
せ
ん
。
直
前

の
引
用
で
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
はa ʻyā n

に
つ
い
て
語
っ
て
い

ま
す
。
こ
の
ア
ラ
ビ
ア
語
は
、ʻayn

の
複
数
形
で
あ
り
、
質
感

を
備
え
た
「
も
の
そ
の
も
の
」
を
意
味
し
ま
す
。
そ
れ
故
、
私

は
「
具
体
物
（em

bodim
ent

）」
と
翻
訳
し
ま
し
た
。
神
に
お
い
て

は
「
不
変
の
も
の
」
で
あ
り
、
し
か
も
同
時
に
、
非
実
在
で
あ

る
と
い
う
よ
う
な
、
可
能
的
な
事
物
が
存
在
し
ま
す
（
と
い
う
の

は
、実
在
と
い
う
属
性
に
よ
っ
て
、可
能
的
な
も
の
は
「
必
然
的
な
も
の
」

に
な
り
、「
可
能
的
」
で
あ
る
こ
と
を
や
め
る
の
で
す
が
、
そ
う
し
た
実

在
と
い
う
属
性
を
有
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
上
に
述
べ
た
よ
う
な
事

態
に
な
る
か
ら
で
す
）。
こ
う
し
た
可
能
的
な
も
の
を
、
イ
ブ
ン
・

ア
ラ
ビ
ー
は
、「
具
体
物
」、
も
の
そ
の
も
の
、
と
呼
ん
で
い
る

の
で
す
。
何
故
な
ら
、
そ
れ
ら
は
、
実
在
の
領
域
、
す
な
わ
ち

時
間
・
空
間
を
備
え
た
我
々
の
こ
の
世
界
に
、「
顕
現
す
る
」
事

物
そ
の
も
の
に
他
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
す
。
こ
の
「
顕
現
」（z. uhū r
）

と
は
、
存
在
論
的
に
言
え
ば
、
神
的
な
も
の
の
本
体
（
＝
神
そ
の

も
の
）
に
お
け
る
「
可
能
的
な
具
体
物
」（a ʻyā n m

um
kina

）
の
各
々

が
実
在
と
い
う
属
性
を
得
て
、「
他
性
」
の
領
域
へ
と
入
り
、
そ

こ
で
、
こ
の
世
界
の
全
て
の
事
物
か
ら
厳
密
に
区
別
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
と
い
う
一
連
の
過
程
の
こ
と
で
す
。

　

要
約
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

事
物
が
可
能
的
で
あ
り
、
実
在
を
欠
い
て
い
る
時
に
は
、
い
か

な
る
事
物
も
そ
れ
以
外
の
他
の
事
物
と
は
区
別
さ
れ
ず
、
さ
ら

に
言
え
ば
、
神
そ
れ
自
身
か
ら
も
区
別
さ
れ
な
い
の
で
す
（
神
と

区
別
さ
れ
な
い
と
は
言
っ
て
も
、「
そ
れ
の
本
体
に
よ
る
実
在
の
必
然
性
」

と
い
う
属
性
以
外
の
点
で
で
あ
る
、
と
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
は
指
摘
し

て
い
ま
す
（
13
））。

そ
の
同
じ
事
物
が
、実
在
と
い
う
属
性
を
有
し
、「
他

に
よ
っ
て
必
然
的
に
実
在
す
る
も
の
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
時
に
は
、
そ
れ
は
、
こ
の
世
界
に
あ
る
他
の
全
て
の
も
の

と
区
別
さ
れ
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
神
か
ら
も
区
別
さ
れ
ま
す
。

同
じ
事
物
の
こ
の
二
つ
の
「
状
態
」（h. ā l

）
の
間
の
関
係
は
、
そ

の
「
顕
在
」
面
と
「
潜
在
」
面
と
の
間
の
関
係
で
す
。
こ
う
し

た
観
点
か
ら
す
れ
ば
、「
顕
在
」
か
ら
「
潜
在
」
へ
の
移
行
は
実

在
の
剥
奪
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
、「
潜
在
」
か
ら
「
顕
在
」
へ
の

移
行
は
実
在
の
付
与
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
ま
す
。
こ
の
二
つ
の

移
行
（「
顕
在
」
↓
「
潜
在
」、「
潜
在
」
↓
「
顕
在
」）
は
、
時
間
の

最
小
単
位
ご
と
に
起
こ
り
、「
顕
在
」
と
「
潜
在
」
と
は
、
互
い

に
別
個
（tam

ayyuz

）
な
ま
ま
で
あ
り
つ
つ
、
互
い
に
変
換
し
て
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い
る
の
で
す
。

　
「
真
理
を
知
る
」
人
々
は
、「
可
能
的
な
も
の
」
そ
れ
自
体
が
「
他

に
よ
っ
て
必
然
的
な
も
の
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
を
理
解
し
、「
他

性
」
と
い
う
名
称
が
何
故
そ
の
「
他
」
に
与
え
ら
れ
る
の
か
を

知
っ
て
い
る
、
と
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
は
主
張
し
て
い
ま
す
。

私
の
考
え
で
は
、
こ
の
「
他
」
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
と

い
う
問
い
に
対
し
て
は
、
二
つ
の
答
え
が
提
示
さ
れ
得
る
で
し

ょ
う
。
こ
の
二
つ
は
異
な
っ
て
は
い
ま
す
が
、
矛
盾
し
て
は
い

ま
せ
ん
。
一
方
で
は
、
そ
の
「
他
」
と
は
、「
そ
れ
の
本
体
に
よ

っ
て
必
然
的
な
も
の
」
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、そ
れ
は
、mum

kin

（
可

能
的
な
も
の
）
の
各
々
に
実
在
を
与
え
、「
可
能
的
な
も
の
」
を

w
ā jib

（
必
然
的
な
も
の
）に
転
ず
る
か
ら
で
す
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、

こ
の
世
界
に
実
在
し
て
い
る
事
物
の
全
て
は
、
神
的
な
も
の
の

本
体
（
＝
神
そ
の
も
の
）
に
よ
っ
て
実
在
し
て
い
る
の
で
す
。
他

方
で
は
、
神
的
な
も
の
の
本
体
と
の
関
係
を
顧
慮
せ
ず
、
こ
の

世
界
を
そ
れ
自
体
と
し
て
考
察
す
る
な
ら
、
当
該
の
事
物
に
実

在
を
与
え
る
「
他
」
と
は
、
哲
学
に
お
い
て
通
常
、
原
因
（ʻ illa

、

ま
た
は
、sabab

）
と
呼
ば
れ
て
い
る
、何
か
他
の
も
の
の
こ
と
で
す
。

こ
の
第
二
の
答
え
は
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
の
主
張
に
よ
れ
ば
、

世
界
の
真
相
を
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
々
、
す
な
わ
ち
、
世

界
は
、神
的
な
も
の
の
本
体
と
こ
の
世
界
と
の
間
の
「
顕
在
」「
潜

在
」
の
関
係
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
見
る

こ
と
の
で
き
な
い
人
々
に
よ
る
答
え
で
す
。
一
方
、
第
一
の
答

え
は
、
こ
の
真
理
を
看
取
す
る
こ
と
の
で
き
る
人
々
に
よ
る
も

の
で
す
。

　

こ
れ
に
よ
っ
て
、
他
性
と
そ
の
性
質
に
つ
い
て
の
我
々
の
議

論
に
と
っ
て
重
要
な
、
も
う
一
つ
の
概
念
へ
と
我
々
は
導
か
れ

ま
す
。
そ
れ
は
、
原
因
お
よ
び
因
果
性
と
い
う
概
念
で
す
。
こ

の
問
題
に
対
す
る
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
の
見
解
は
、
同
時
代
の

ア
ラ
ビ
ア
哲
学
や
そ
れ
以
前
の
ア
ラ
ビ
ア
哲
学
の
主
流
か
ら
見

れ
ば
、
広
く
共
有
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
も
の
で
す
。
し

か
し
、そ
れ
は
、神
的
な
も
の
と
こ
の
世
界
と
の
「
顕
在
」「
潜
在
」

の
関
係
と
い
う
既
に
述
べ
た
こ
と
に
直
接
含
意
さ
れ
て
い
る
の

で
、
彼
の
見
解
の
核
心
に
達
す
る
の
は
、
ひ
ど
く
難
し
い
と
い

う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
の
因
果
性
概
念
は
、
彼
自
身
が
作
っ
た

公
式
が
最
も
よ
く
表
現
し
て
い
ま
す
。

原
因
は
、
そ
れ
が
或
る
も
の
の
原
因
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
、
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そ
の
或
る
も
の
を
原
因
と
し
て
生
じ
る
（al-ʻ illa m

aʻ lū la li-

m
an hiya ʻ illa la-hu （14

））。

　

す
な
わ
ち
、原
因
と
は
、そ
れ
自
身
の
結
果
の
結
果
な
の
で
す
。

こ
れ
は
逆
説
の
よ
う
に
見
え
ま
す
。
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
は
、

こ
の
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
結
論
（
や

こ
れ
に
類
す
る
も
の
）
は
一
見
馬
鹿
げ
た
も
の
に
見
え
ま
す
が
、

こ
れ
こ
そ
が
我
々
を
「
当
惑
」（h. arya

）
へ
と
導
き
、
こ
の
当
惑

が
世
界
の
真
相
に
つ
い
て
の
真
正
な
知
識
を
開
示
す
る
の
で
す
。

こ
れ
は
、
最
初
の
引
用
文
で
彼
が
主
張
し
て
い
た
こ
と
で
す
。

彼
の
言
葉
が
馬
鹿
げ
た
も
の
に
見
え
る
の
は
、
単
に
見
た
目
の

こ
と
に
過
ぎ
な
い
、
と
私
は
言
い
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
命

題
は
、
彼
が
考
え
て
い
た
「
顕
在
」「
潜
在
」
の
関
係
の
本
質
に

照
ら
し
て
見
れ
ば
、
完
全
に
整
合
的
だ
か
ら
で
す
。「
顕
在
」
面

の
事
物
は
、「
潜
在
」
面
の
事
物
に
実
在
を
加
え
た
だ
け
の
も
の

で
あ
り
、
一
方
、「
潜
在
」
面
の
事
物
は
、「
顕
在
」
面
の
事
物

か
ら
実
在
を
除
い
た
だ
け
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ

ー
の
好
ん
だ
言
い
方
で
は
、「
本
体
」（dhā t

）と
か「
具
体
物
」（ʻ ayn

）

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、事
物
は
、「
顕
在
」
面
で
も
「
潜
在
」

面
で
も
、
実
在
の
付
与
と
剥
奪
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
一
の
ま

ま
で
す
。
こ
れ
が
意
味
す
る
の
は
、「
顕
在
」「
潜
在
」
の
両
面
は
、

ど
ち
ら
か
が
論
理
的
に
優
越
す
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
で

す
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
二
つ
は
相
互
に
他
方
へ
と
変
換
さ
れ
る

か
ら
で
す
。
ど
ち
ら
を
選
ん
で
も
か
ま
わ
な
い
の
で
す
が
、
と

り
あ
え
ず
「
潜
在
」
の
方
か
ら
始
め
て
、
そ
れ
を
「
原
因
」
と

呼
ぶ
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
次
に
、「
顕
在
」
の
方
に
移
れ
ば
、

こ
ち
ら
を
「
結
果
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、「
ど

う
し
て
、
原
因
は
正
に
あ
の
よ
う
に
結
果
を
引
き
起
こ
し
た
の

で
あ
り
、
別
の
よ
う
に
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
」
と
自
問
す

る
な
ら
ば
、
答
え
は
次
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
で
し
ょ
う
。「
な

ぜ
な
ら
、
結
果
は
あ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ

れ
は
原
因
を
し
て
あ
の
よ
う
に
そ
れ
を
生
ぜ
し
め
た
の
で
あ

る
」。
ち
ょ
っ
と
視
点
を
変
え
る
と
、
決
定
的
な
一
歩
で
あ
っ
た

も
の
に
立
ち
戻
り
、
原
因
と
は
そ
れ
自
身
の
結
果
の
結
果
に
他

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
。「
顕

在
」
と
「
潜
在
」
と
の
間
の
こ
の
無
限
の
往
復
運
動
は
、
ま
さ

にh. arya

を
具
体
的
に
示
す
も
の
で
す
。
こ
の
言
葉
は
（「
当
惑
」

に
加
え
て
）「
渦
巻
」
を
意
味
し
、
そ
こ
か
ら
恒
常
的
な
回
転
運

動
の
こ
と
を
指
し
ま
す
。
こ
の
運
動
は
、
特
定
の

0

0

0

或
る
地
点
で
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終
え
る
こ
と
が
決
し
て
出
来
な
い
も
の
で
あ
り
、
一
方
に
到
達

す
る
と
忽
ち
他
方
に
導
か
れ
る
の
を
常
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の

運
動
の
た
め
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
に
な
ら
っ
て
、「
世
界
は
、

神
で
あ
る
か
、創
造
で
あ
る
か
、神
で
あ
り
創
造
で
あ
る
も
の
か
、

神
で
も
創
造
で
も
な
い
も
の
か
、
い
づ
れ
か
だ
」
と
繰
り
返
さ

ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
は
別
の
引
用
で
次
の

よ
う
に
言
っ
て
い
ま
す
。

al- ʼam
r al-kh āliq al-m

akhl ūq w
a al- ʼam

r al- m
akhl ūq al- 

kh āliq （15
）, 

　

こ
れ
は
、「
世
界
は
、被
造
物
で
あ
る
創
造
者
で
あ
り
、世
界
は
、

創
造
者
で
あ
る
被
造
物
で
あ
る
」
の
意
で
す
。
あ
る
い
は
、
次

の
よ
う
に
も
翻
訳
で
き
ま
す
。「
世
界
は
、
創
造
さ
れ
た
創
造
者

で
あ
り
、
世
界
は
創
造
す
る
被
造
物
で
あ
る
」。

　

こ
の
理
論
か
ら
帰
結
す
る
と
こ
ろ
を
く
ま
な
く
辿
り
、
イ
ブ

ン
・
ア
ラ
ビ
ー
は
次
の
よ
う
に
言
い
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
状
態
（ah. w

ā l

複
数
形
）
で
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て

与
え
ら
れ
た
も
の
を
除
い
て
は
、
真
理
か
ら
可
能
的
な
も

の
に
返
っ
て
い
く
も
の
は
何
も
な
い
。
そ
れ
故
、状
態
（h. ā l

）

の
違
い
に
よ
っ
て
、
自
己
顕
現
（al-tajallī

）
は
異
な
る
。
奴

隷
（
＝
人
間
）
に
は
、
そ
の
人
に
応
じ
た
痕
跡
（ʼ athar

）
が

残
さ
れ
る
。
こ
れ
が
、
善
（khayr

）
が
彼
自
身
に
よ
っ
て
し

か
彼
に
与
え
ら
れ
な
い
理
由
で
あ
り
、
善
の
反
対
物
が
彼

以
外
の
誰
か
に
よ
っ
て
は
彼
に
与
え
ら
れ
な
い
理
由
で
あ

る
。
彼
は
自
ら
を
祝
福
し
、
自
ら
を
苛
む
。
そ
れ
故
、
自

ら
の
魂
の
み
を
非
難
し
、
自
分
自
身
の
み
を
賛
嘆
す
る
が

良
い
（
16
）。

　

イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
が
提
案
す
る
因
果
性
の
理
論
か
ら
、
こ

れ
以
上
に
突
き
つ
め
た
倫
理
的
結
論
を
引
き
出
す
こ
と
は
困
難

で
す
。
こ
の
引
用
文
は
、
再
び
、
我
々
の
関
心
を
「
他
者
」
の

概
念
へ
と
導
き
、
我
々
は
議
論
の
主
題
を
思
い
起
こ
し
ま
す
。

我
々
の
見
通
し
の
も
と
で
は
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
の
思
想
を

以
下
の
よ
う
に
言
い
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。「
潜
在
」

（al-H. aqq

〈
真
理
〉、神
的
な
も
の
の
本
体
）
か
ら
「
顕
在
」（
こ
の
世
界
）

へ
の
移
行
に
起
因
す
る
変
化
は
、「
他
性
」（ghayriyya

）
の
顕
現

で
す
。
他
性
が
こ
の
世
界
に
あ
る
の
は
、
個
々
の
事
物
が
実
在

を
獲
得
し
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
現
実
に
他
の
全
て

の
事
物
か
ら
区
別
さ
れ
る
か
ら
で
す
。
反
転
す
る
運
動
（「
顕
在
」

か
ら
「
潜
在
」
へ
）
に
お
い
て
は
、
実
在
が
全
て
の
事
物
か
ら
剥
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奪
さ
れ
、そ
れ
に
と
も
な
っ
て
、他
性
が
消
滅
し
ま
す
。
そ
の
時
、

全
て
の
事
物
は
、
そ
の
本
体
を
た
も
ち
、
実
在
以
外
の
点
で
は

正
確
に
同
一
で
あ
り
続
け
な
が
ら
、
も
は
や
相
互
関
係
に
お
い

て
「
他
者
」
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

　

イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
が
、
こ
の
最
後
の
点
を
極
め
て
は
っ
き

り
と
強
調
す
る
の
は
、「
優
越
性
」（tafād. ul

）と「
卓
越
性
」（ʻ uluw

w

）

に
つ
い
て
語
る
時
で
す
。
一
方
で
、彼
は
次
の
よ
う
に
言
い
ま
す
。

実
在
す
る
事
物
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
属
性
に
よ
っ
て
他
の
も

の
よ
り
優
れ
て
い
る
と
見
な
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
或

る
も
の
は
他
の
も
の
よ
り
優
越
し
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
。
他

方
で
、
彼
は
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
ま
す
。

創
造
に
お
い
て
顕
現
す
る
も
の
は
、
そ
れ
よ
り
優
れ
た
全

て
の
も
の
の
能
力
（ʼ ahliyya

）
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、

こ
の
世
界
の
ど
の
部
分
も
、
こ
の
世
界
全
体
（m

ajm
ūʻ

）
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
世
界
全
体
の
個
々
別
々
の
個
物

（m
utafarriqā t　

複
数
形
）
の
真
実
相
を
そ
れ
は
受
け
取
っ
て

い
る
（qā lib

）
の
で
あ
る
（
17
）。

　

そ
の
理
由
は
、
神
的
な
も
の
の
本
体
（
＝
神
そ
の
も
の
）
に
あ

る
全
て
の
事
物
は
、
他
の
全
て
の
事
物
と
区
別
が
な
い
の
で
、

そ
の
「
真
実
相
」（h. aqī qa

）
を
受
け
取
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
そ
れ

に
な
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
す
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
す
れ

ば
、い
か
な
る
優
越
性
（tafād. ul

）
も
不
可
能
で
す
。
同
様
に
し
て
、

至
上
（al-ʻ aliyy

）
の
も
の
で
あ
る
神
に
お
い
て
は
、「
不
変
の
具

体
物
」（aʻ yā n thā bita

）
が
彼
の
う
ち
に
あ
る
と
は
言
え
、
相
対

的
な
崇
高
さ
、
す
な
わ
ち
相
対
的
な
卓
越
性
（ʻ uluw

w
 id. ā fa

）
は

存
在
し
な
い
（
18
）、

と
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
は
言
っ
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
実
在
す
る
事
物
か
ら
成
る
こ
の
世
界
に
つ
い
て
言
え
ば
、

他
の
も
の
に
対
す
る
或
る
も
の
の
優
越
性
は
存
在
す
る
の
で
す
。

こ
の
優
越
性
は
他
性
か
ら
作
り
出
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、
イ
ブ

ン
・
ア
ラ
ビ
ー
の
論
ず
る
と
こ
ろ
で
は
、
こ
の
他
性
は
神
の
嫉

妬
を
表
す
も
の
な
の
で
す
。
と
い
う
の
は
、
神
は

我
々
が
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
神
が

諸
事
物
の
具
体
物
で
あ
る
と
い
う
真
理
に
つ
い
て
の
知
識

を
禁
じ
た
の
で
あ
り
、
嫉
妬
（ghayra

）
に
よ
っ
て
、
す
な

わ
ち
、「
他
者
」（ghayr

）
か
ら
派
生
し
た
汝
に
よ
っ
て
、
そ

れ
を
隠
し
た
の
で
あ
る
（
19
）。

　

ア
ラ
ビ
ア
語
で
は
、「
嫉
妬
」
は
「
他
者
」
と
同
じ
語
根
か
ら

派
生
し
た
も
の
で
あ
り
、
一
文
字
を
除
い
て
同
じ
よ
う
に
書
か
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れ
、
同
じ
よ
う
に
聞
こ
え
ま
す
。
こ
の
世
界
に
顕
現
し
た
諸
事

物
の
他
性
が
、
神
の
う
ち
に
あ
っ
た
時
の
単
一
性
を
覆
い
隠
し

て
い
る
こ
と
を
基
礎
づ
け
る
た
め
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
は
こ

の
語
呂
合
わ
せ
を
用
い
た
の
で
す
。

　

こ
れ
に
よ
っ
て
、
非
常
に
興
味
深
く
重
要
な
命
題
を
イ
ブ
ン
・

ア
ラ
ビ
ー
は
提
出
し
ま
す
。
も
し
、
こ
の
世
界
が
い
か
に
成
り

立
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
完
全
な
知
識
を
得
た
な

ら
ば
、
そ
の
時
に
は
、
何
事
も
、
誰
人
も
、
行
動
や
力
に
よ
っ

て
対
抗
す
べ
き
仇
敵
と
は
見
な
さ
れ
な
い
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は

倫
理
的
な
処
世
訓
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
の

理
論
に
含
意
さ
れ
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
、
私
な
ら
「
敵
意

の
不
可
能
性
」
と
呼
ぶ
で
あ
ろ
う
も
の
の
最
も
強
固
な
形
態
で

す
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
ス
ー
フ
ィ
ー
の
師
範
に
よ
れ
ば
、
あ

な
た
は
、
敵
対
者
を
、
あ
な
た
の
側
か
ら
意
図
的
に
影
響
を
与

え
る
対
象
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
な
い

0

0

0

0

の
で
す
。
な
ぜ
そ
う
な

の
か
と
言
え
ば
、
世
界
の
在
り
方
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か

を
悟
れ
ば
、
単
純
に
あ
な
た

0

0

0

の
側
な
ど
と
言
え
る
も
の
は
あ
り

え
な
い
か
ら
で
す
。
つ
ま
り
、
事
態
の
「
潜
在
」
面
に
関
す
る

限
り
、
あ
な
た

0

0

0

の
側
は
彼0

（
あ
な
た
の
敵
対
者

0

0

0

0

0

0

0

）
の0

側
と
区
別
が

な
い
の
で
す
。
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
は
、
こ
う
し
た
命
題
を
発

展
さ
せ
、
自
ら
の
う
ち
に
世
界
の
真
実
の
在
り
方
を
覚
知
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
神
秘
家
が
獲
得
す
る
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
」（him

m
a

）

に
つ
い
て
語
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
彼
が
世
界
の
真
実
の
在

り
方
を
覚
知
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
彼
は
そ
れ
だ
け
多
く
、
こ
の

世
界
の
全
て
を
彼
の
「
支
配
権
」（tasarruf

）
の
も
と
に
置
く
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
獲
得
し
、
し
か
も
、
彼
は
ま
す
ま
す
そ
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
実
際
に
は
使
わ
な
く
な
る
の
で
す
。

彼
の
知
識
が
高
ま
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
る

彼
の
支
配
権
は
小
さ
く
な
る
。
そ
こ
に
は
二
つ
の
理
由
が

あ
る
。
第
一
は
、
奴
隷
と
い
う
地
位
を
正
し
く
覚
知
す
る

こ
と
（tah. aqquq

）
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
は
自
ら
の

出
自
を
知
る
。
も
う
一
つ
は
、
支
配
す
る
も
の
と
支
配
さ

れ
る
も
の
と
が
一
つ
で
あ
る
こ
と
（ah. adiyya

）
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
彼
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
向
け
ら
れ
る
人
を
見
る
こ

と
が
な
く
、
こ
れ
に
よ
っ
て
﹇
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
向
け
る
こ

と
を
﹈
し
な
い
の
で
あ
る
（
20
）。

　

支
配
し
な
い
こ
と
の
二
つ
の
理
由
は
、
世
界
の
在
り
方
の
二

つ
の
面
、「
顕
在
」
と
「
潜
在
」（
こ
の
世
界
に
属
す
る
も
の
と
神
的
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な
も
の
）
と
い
う
二
つ
の
面
に
よ
っ
て
定
式
化
さ
れ
て
い
ま
す
。

イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
真
の
奴
隷
」
で

あ
る
と
は
、
単
に
こ
の
世
界
に
い
る
だ
け
で
あ
り
、
自
己
の
「
顕

在
」
面
の
み
を
知
っ
て
お
り
、そ
れ
故
、支
配
力
の
対
象
で
あ
り
、

そ
の
主
体
で
は
な
い
と
い
う
状
態
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
他
方
、

「
潜
在
」
面
を
覚
知
し
た
な
ら
ば
、
い
か
な
る
他
性
も
な
く
、
そ

れ
故
、
そ
こ
に
い
か
な
る
差
異
化
も
な
い
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

と
い
う
の
も
、
そ
れ
ら
は
完
全
な
独
一
性
（ah. adiyya

）
へ
と
還

元
さ
れ
る
か
ら
で
す
。

こ
の
場
面
（m

ashhad

）
で
、
彼
に
は
、
彼
の
仇
敵
が
、
自

ら
の
真
実
相
（h. aqī qa

）
か
ら
逸
脱
し
て
は
い
な
い
こ
と
が

分
か
る
。
そ
の
真
実
相
に
よ
っ
て
、
彼
は
、
具
体
物
の
不

変
性
と
い
う
状
態
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
非
存
在
の
状
態

に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
非
実
在
の
段
階
で
不
変

で
あ
っ
た
も
の
以
外
の
も
の
が
、
実
在
に
お
い
て
顕
現
す

る
こ
と
は
な
い
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
彼
は
自
ら
の
真
実

相
を
踏
み
外
し
て
は
い
な
い
し
、
軌
道
を
台
無
し
に
し
た

わ
け
で
も
な
い
。
こ
れ
が
、「
紛
争
」（nizāʻ

）
と
い
う
名
称

が
、
人
々
の
目
を
覆
う
ベ
ー
ル
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た

偶
有
的
な
も
の
で
あ
る
理
由
で
あ
る
（
21
）。

　

こ
こ
で
、「
他
者
」
の
概
念
に
か
か
わ
る
、
よ
り
重
要
な
考
察

を
付
け
加
え
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー

に
よ
る
と
、
全
て
の
実
在
す
る
事
物
を
そ
れ
以
外
の
も
の
か
ら

区
別
す
る
他
性
は
、
絶
対
的
な
も
の
で
す
。
彼
は
こ
の
点
を
完

全
に
確
信
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
世
界
の
事
物
を
、
神
の
「
ベ

ー
ル
」（h. ijā b

）
と
呼
び
つ
つ
も
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
は
次
の

こ
と
を
指
摘
し
ま
す
。

そ
れ
は
他
者
の
具
体
物
の
こ
と
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
、

二
つ
の
類
似
し
た
も
の
（shabī hā n　

双
数
形
）
は
、
類
似
し

て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
も
の
に
と
っ
て
は
、
二
つ
の

異
な
る
も
の
（ghayrā n　

双
数
形
）
だ
か
ら
で
あ
る
（
22
）。

　

m
ushā raka

（
分
有
、
共
有
）
に
つ
い
て
論
じ
、
彼
は
次
の
よ
う

に
結
論
づ
け
ま
す
。

実
際
の
と
こ
ろ
、
同
類
の
も
の
（sharī k

）
は
存
在
し
な
い
。

何
故
な
ら
、各
々
は
、そ
れ
ら
が
共
有
し
て
い
る（m

ushā raka

）

と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
の
各
々
の
領
分
（h. az. z.

）
を
有
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
（
23
）。

　

一
般
化
の
過
程
に
と
っ
て
、
こ
の
立
場
が
含
意
し
て
い
る
も
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の
に
注
目
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
に
よ
れ
ば
、

こ
の
世
界
の
諸
事
物
が
共
有
し
て
い
る
も
の
は
何
も
あ
り
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
絶
対
的
な
統
一
を
成
し
遂
げ
る

の
に
妨
げ
と
は
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
統
一
は
、
諸
事
物
全
て
が

有
し
て
い
る
共
通
の
特
徴
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
し
、
差
異
化
・
多
数
性
・
絶
対
的
他
性
の
状
態
か
ら
統
一

化
へ
の
移
行
を
行
う
た
め
に
、
諸
事
物
は
そ
れ
ら
を
別
異
な
も

の
と
し
て
い
る
特
徴
を
何
か
一
つ
で
も
失
う
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
。
反
対
に
、
そ
う
し
た
特
徴
は
全
て
保
持
さ
れ
る
の
で
す
。

こ
れ
は
、
全
く
無
駄
を
出
さ
な
い
統
一
化
の
過
程
で
す
。
何
故

な
ら
、
相
異
な
る
特
徴
の
全
て
が
尊
重
さ
れ
、
ど
の
一
つ
も
統

一
化
の
た
め
に
犠
牲
に
さ
れ
る
必
要
が
な
い
か
ら
で
す
。

　

こ
の
存
在
論
的
基
盤
か
ら
歩
を
進
め
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー

は
宗
教
的
寛
容
の
問
題
を
詳
論
し
て
い
ま
す
。「
最
も
偉
大
な
師
」

の
以
下
の
よ
う
な
言
葉
は
、
寛
容
の
問
題
を
彼
の
理
論
に
存
在

論
的
に
結
び
付
け
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
同
時
に
、
そ
の
基
盤

と
な
る
も
の
で
す
。

世
界
に
あ
る
も
の
は
何
で
あ
れ
、
実
在
す
る
も
の
で
あ
れ
、

現
に
実
在
し
て
い
る
も
の
で
あ
れ
、真
理
の
彼
性
（huw

iyya

）

か
ら
見
れ
ば
、
他
者
（ghayr

）
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ

は
こ
の
彼
性
の
具
体
物
な
の
で
あ
る
（
24
）。

　

他
性
は
、
こ
の
世
界
の
諸
事
物
の
間
に
実
在
し
て
い
ま
す
。

既
に
み
た
よ
う
に
、
こ
の
世
界
で
は
他
性
は
絶
対
的
な
も
の
で

す
。
し
か
し
、
こ
の
世
界
の
任
意
の
事
物
と
神
と
に
つ
い
て
言

え
ば
、
両
者
は
他
性
に
よ
っ
て
分
離
さ
れ
て
は
い
な
い
、
と
イ

ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
は
主
張
し
ま
す
。
神
と
こ
の
世
界
と
の
間
の

転
換
（
相
互
的
で
恒
常
的
な
移
行
）
と
い
う
「
顕
在
」「
潜
在
」
の

関
係
は
、
両
者
の
間
の
い
か
な
る
他
性
を
も
排
除
す
る
の
で
す
。

し
か
も
同
時
に
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
両
者
は
同
一
で
は
な
く
、

互
い
に
別
個
（tam

ayyuz

）
な
の
で
す
。

　

こ
の
世
界
の
い
か
な
る
も
の
で
も
神
的
な
彼
性
の
具
体
物
な

の
で
、
真
実
で
な
い
も
の
は
全
く
何
も
あ
り
ま
せ
ん
し
、
神
に

対
す
る
い
か
な
る
信
仰
も
、
虚
偽
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
り
得

ま
せ
ん
。
誤
り
に
陥
る
唯
一
の
道
は
、
そ
う
し
た
信
仰
の
い
づ

れ
で
あ
れ
、
そ
の
真
実
性
を
否
定
す
る
こ
と
で
あ
り
、
自
分
だ

け
が
真
実
を
保
持
し
て
い
る
と
称
し
て
他
の
全
て
の
信
仰
を
排

除
す
る
こ
と
で
す
。
こ
の
は
な
は
だ
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
主
張
は
、

イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
の
存
在
論
か
ら
論
理
的
に
帰
結
す
る
も
の
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に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
ま
た
、「
最
も
偉
大
な
師
」
は
、
ど
れ
ほ
ど
異

常
な
も
の
に
聞
こ
え
よ
う
と
、
彼
の
理
論
か
ら
帰
結
す
る
も
の

を
全
て
引
き
出
す
こ
と
を
躊
躇
し
て
い
ま
せ
ん
。

　

た
と
え
ば
、
彼
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
ま
す
。

　

以
下
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
至
上

な
る
神
は
あ
ら
ゆ
る
方
向
（fī  ʼ ayiniyyat kull w

ijha

）
に
お

わ
し
ま
す
。
そ
し
て
、
諸
信
仰
（iʻ tiqā dā t

。
複
数
形
）
以
外

の
何
物
も
な
い
、
と
（
25
）。

　

こ
の
二
つ
の
文
は
、
論
理
的
な
原
因
と
結
果
と
し
て
解
さ
れ

る
べ
き
で
し
ょ
う
。
神
は
い
た
る
と
こ
ろ
に
い
る
の
で
、
単
一

0

0

の0

信
仰
は
存
在
し
え
ず
、
諸
信
仰

0

0

0

の
み
が
可
能
な
の
で
す
。
厳

密
に
言
え
ば
、
ど
の
一
つ
の
信
仰
を
と
っ
て
も
、
他
の
も
の
に

対
し
て
「
よ
り
良
い

0

0

0

0

」
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
す
。
イ
ブ
ン
・

ア
ラ
ビ
ー
が
、
き
ち
ん
と
し
た
ム
ス
リ
ム
（
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
）

で
あ
り
、
宗
教
に
は
差
異
が
な
い
と
思
っ
た
り
、
諸
宗
教
の
「
平

等
」
を
認
め
た
り
と
い
っ
た
つ
も
り
が
な
か
っ
た
こ
と
は
、
何

ら
疑
い
の
余
地
が
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
に
は
全
く
そ
の
よ
う
な
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
矛
盾
し
た
り
、

少
な
く
と
も
両
立
し
な
い
よ
う
な
諸
信
仰
の
中
で
、
排
他
的
に

正
し
い
も
の
は
な
く
、
排
他
的
な
真
理
を
主
張
し
な
い
限
り
、

ど
れ
も
が
真
理
で
あ
る
、
と
彼
は
考
え
た
の
で
す
。

或
る
特
定
の
信
仰
（ʻ aqd m

akhs. ūs.

）
に
自
分
を
縛
り
つ
け
、

他
の
も
の
全
て
の
真
理
を
否
定
す
る
こ
と
を
用
心
せ
よ
。

そ
う
し
た
場
合
に
は
、
多
く
の
善
（khayr kathī r

）
が
汝
か

ら
逃
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
、
世
界
（al-ʼ

am
r

）
を
あ
り
の
ま
ま
に
知
る
こ
と
も
汝
か
ら
逃
れ
る
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
故
、
汝
の
魂
の
中
に
、
最
も
重
要
な
も
の
が

あ
る
。
そ
れ
は
、
諸
種
の
信
仰
に
と
っ
て
、
例
外
な
く
そ

う
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
至
上
な
る
神
は
、
あ
ま
り
に
広

大
で
、
あ
ま
り
に
偉
大
で
あ
ら
せ
ら
れ
る
の
で
、
あ
る
一

つ
の
信
仰
が
そ
れ
を
包
み
込
み
、
他
の
も
の
は
そ
れ
が
で

き
な
い
な
ど
と
い
う
こ
と
が
そ
も
そ
も
な
い
か
ら
で
あ
る
（
26
）。

３　

む
す
び

　

私
が
提
案
し
た
の
は
、
こ
の
論
文
の
最
初
の
部
分
で
輪
郭
を

描
い
た
寛
容
概
念
の
一
般
的
な
論
理
的
構
造
に
よ
っ
て
、
こ
の

問
題
に
対
す
る
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
再
構
築

す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
第
二
章
で
私
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が
行
っ
た
の
は
、
彼
の
文
章
を
読
み
、
彼
が
た
ど
っ
た
議
論
の

筋
道
を
明
る
み
に
出
す
こ
と
で
し
た
。
こ
の
「
最
も
偉
大
な
師
」

に
よ
れ
ば
、
こ
の
議
論
の
筋
道
は
、
彼
の
思
想
を
確
証
す
る
も

の
で
あ
り
ま
し
た
。
私
の
作
業
は
目
的
を
達
し
た
と
思
い
ま
す
。

非
常
に
抽
象
的
で
一
般
化
さ
れ
た
か
た
ち
で
言
え
ば
、
イ
ブ
ン
・

ア
ラ
ビ
ー
の
思
想
は
寛
容
の
論
理
に
適
合
し
て
い
ま
す
。
そ
の

論
理
と
は
、
何
ら
か
の
統
一
と
普
遍
性
に
到
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

対
立
す
る
者
同
士
の
相
互
否
定
を
超
克
す
る
方
法
の
こ
と
で
す
。

し
か
し
、
こ
の
一
般
的
な
論
理
的
枠
組
み
で
説
明
さ
れ
て
い
な

い
の
は
、
明
白
に
見
て
と
れ
る
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
の
理
論

の
徹
底
ぶ
り
で
す
。
さ
ら
に
は
、
彼
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
姿
勢
は
、

「
何
か
の
た
め
の
寛
容
」
と
い
う
観
念
の
基
盤
そ
の
も
の
と
矛
盾

を
来
た
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、「
最
も
偉

大
な
師
」
は
、
宗
教
的
な
信
仰
の
多
様
性
に
根
拠
を
あ
た
え
る

た
め
に
自
ら
が
辿
っ
た
の
と
同
じ
論
理
に
よ
っ
て
、
最
も
極
端

な
行
動
形
態
を
正
当
化
し
て
い
る
か
ら
で
す
（
27
）。

こ
の
徹
底
ぶ
り

は
、
寛
容
概
念
の
論
理
的
構
造
に
よ
っ
て
は
説
明
さ
れ
ま
せ
ん
。

こ
れ
は
何
処
に
由
来
す
る
の
で
し
ょ
う
？

　

こ
れ
は
、
思
想
家
が
、
個
人
的
な
体
験
や
個
人
的
な
印
象
を
、

他
の
人
に
は
分
か
ら
な
い
よ
う
な
か
た
ち
で
表
現
し
よ
う
と
す

る
と
き
に
、
恣
意
的
に
行
う
選
択
の
結
果
な
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
我
々
の
目
に
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
の
結
論
の
徹
底
的
性
格

と
映
る
も
の
は
、
多
数
性
か
ら
統
一
へ
の
移
行
が
な
さ
れ
、
多

数
の
対
立
者
の
相
互
否
定
が
超
克
さ
れ
る
た
め
の
一
般
化
の
過

程
に
対
す
る
彼
の
理
解
か
ら
、
直
接
且
つ
不
可
避
的
に
出
て
く

る
結
果
な
の
で
す
。

　

西
洋
思
想
に
お
い
て
、
寛
容
と
は
他
者
を
許
容
す
る
こ
と
で

あ
り
、
決
し
て
絶
対
的
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
歴
史
的
に

言
え
ば
、
そ
れ
は
社
会
関
係
に
お
け
る
特
定
の
領
域
で
始
ま
っ

た
も
の
で
あ
り
、
徐
々
に
拡
大
を
始
め
、
い
ま
だ
終
極
に
到
る

に
は
程
遠
い
も
の
で
す
。
論
理
的
に
言
え
ば
、
も
し
寛
容
が
絶

対
的
な
も
の
に
な
り
、
ど
の
よ
う
な
逸
脱
で
も
許
容
す
る
こ
と

に
な
れ
ば
、寛
容
は
「
寛
容
」
で
あ
る
こ
と
を
や
め
、「
自
由
放
任
」

と
「
無
関
心
」
に
転
じ
ま
す
。
そ
れ
は
何
故
か
と
言
え
ば
、
寛

容
は
常
に「
何
か
の
た
め
の
」寛
容
で
あ
っ
て
、こ
の「
何
か
」は
、

全
て
の
も
の
に
必
然
的
に
共
通
で
あ
る
特
徴
と
考
え
ら
れ
て
い

る
か
ら
で
す
。
こ
の
共
通
の
特
徴
が
一
般
化
を
可
能
に
し
、
多

様
性
を
破
壊
的
な
対
立
に
転
じ
る
の
を
防
ぐ
の
で
す
。
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イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
は
、
そ
れ
と
は
異
な
る
一
般
化
の
過
程

に
し
た
が
い
ま
す
。
彼
に
と
っ
て
、
対
立
す
る
も
の
同
士
の
相

互
否
定
を
超
克
す
る
も
の
は
、
対
立
す
る
も
の
全
て
が
一
般
的

な
特
質
と
し
て
有
し
て
い
て
、
相
互
否
定
か
ら
生
じ
る
か
も
し

れ
な
い
不
一
致
を
解
消
す
る
時
に
頼
る
よ
う
な
共
通
の
特
徴
な

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
顕
在
」「
潜
在
」
の
転
換
的
移
行
に
よ

っ
て
、
共
通
性
が
何
ら
無
い

0

0

0

0

絶
対
的
な
多
様
性
が
可
能
で
あ
り
、

そ
れ
が
調
和
的
な
一
体
化
を
妨
げ
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

の
た
め
、
異
な
っ
て
い
て
相
互
否
定
的
な
特
徴
が
何
一
つ
と
し

0

0

0

0

0

て0

犠
牲
に
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
の
で
す
。

　

こ
れ
は
、
本
稿
の
タ
イ
ト
ル
に
掲
げ
た
質
問
に
以
下
の
よ
う

な
答
え
を
も
た
ら
し
ま
す
。
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
の
場
合
が
示

す
よ
う
に
、
宗
教
的
寛
容
は
絶
対
的
、
す
な
わ
ち
無
制
限
で
あ

り
得
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
無
関
心
や
自
由
放
任
に
還
元
さ
れ

る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
宗
教
的
寛
容

に
と
っ
て
決
定
的
な
条
件
は
、
否
定
と
、
一
般
化
を
通
じ
て
の

否
定
の
止
揚
と
に
つ
い
て
の
、
か
な
り
特
殊
な
理
解
で
す
。
そ

の
場
合
の
一
般
化
と
は
、
統
一
さ
れ
る
諸
個
別
者
の
相
互
に
対

立
し
否
定
し
合
う
特
徴
を
一
つ
も
抑
制
す
る
こ
と
な
く
、
完
全

な
一
体
性
を
作
り
出
す
操
作
で
す
。
こ
れ
が
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ

ビ
ー
の
寛
容
論
の
基
盤
を
成
す
彼
の
存
在
論
へ
の
論
理
的
な
鍵

な
の
で
す
。

注（
１
）（
訳
注
）
定
冠
詞
（al

）
を
付
し
て
、
イ
ブ
ヌ
・
ル
・
ア
ラ
ビ
ー

（Ibn al-ʻA
arbī

）
と
も
言
う
。
ア
ン
ダ
ル
シ
ア
で
生
ま
れ
、
ス

ペ
イ
ン
で
学
問
を
修
め
た
が
、
啓
示
に
よ
り
東
方
に
向
か
い
、

ダ
マ
ス
カ
ス
で
亡
く
な
っ
た
。
膨
大
な
著
作
（
真
作
だ
け
で
四

百
点
）
を
残
し
、
同
時
代
の
ス
フ
ラ
ワ
ル
デ
ィ
ー
（
一
一
五
三

〜
一
一
九
一
）
と
と
も
に
、
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
（
イ
ス
ラ
ー
ム
神

秘
主
義
）
哲
学
の
出
発
点
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

（
２
）（
訳
注
）
純
粋
存
在
は
単
一
・
不
可
視
・
不
可
知
で
あ
り
、
現

象
的
な
多
は
純
粋
存
在
の
自
己
分
節
と
し
て
成
立
す
る
、
と
い

う
説
。
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
自
身
は
、「
存
在
の
独
一
性
」
と

い
う
言
葉
は
用
い
て
お
ら
ず
、
批
判
者
が
名
付
け
た
も
の
で
あ

る
ら
し
い
。
Ｗ
・
Ｃ
・
チ
テ
ィ
ッ
ク
（
小
川
和
久
訳
）「
非
現

象
か
ら
現
象
世
界
へ

│
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
の
「
存
在
一
性

論
」」（『
岩
波
講
座　

東
洋
思
想
』
第
四
巻
「
イ
ス
ラ
ー
ム
思

想　

２
」（
一
九
八
八
年
、
東
京
・
岩
波
書
店
）
所
収
）
参
照
。

（
３
）（
訳
注
）al-shaikh al-akbar

。
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
に
対
す
る

称
号
。 

（
４
）
こ
う
し
た
用
例
に
つ
い
て
は
、
下
記
参
照
。Ibn ʻA

rabī. Al-
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Futūh. āt al-M
akkiyya

（『
メ
ッ
カ
啓
示
』）. B

eirut: D
ār s. ādir, 

vol.4, p.491. 

（
５
）Ibn ʻA

rabī. Fus. ūs.  al-H. ikam
. 2

nd ed. B
eirut: D

ār al-kitāb al-
ʻarabī, 1980, p.112.

（
６
）（
訳
注
）フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー（al-Fārābī

。
八
七
○
頃
〜
九
五
○
）は
、

初
期
の
イ
ス
ラ
ー
ム
哲
学
を
代
表
す
る
哲
学
者
。
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
に
次
ぐ
「
第
二
の
師
」
と
称
さ
れ
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

著
作
に
対
す
る
注
釈
を
は
じ
め
、
多
く
の
著
作
を
著
し
た
。
本

文
中
に
言
及
さ
れ
るK

itāb al- Fus. ūs.  

に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ー

ラ
ー
ビ
ー
の
著
作
で
は
な
い
と
す
る
学
者
も
い
る
。

（
７
）Fus. ūs.  , p.53 .

（
８
）（
訳
注
）
ム
ア
タ
ズ
ィ
ラ
派
は
、
理
性
を
絶
対
的
権
威
と
す
る

合
理
主
義
を
主
張
し
た
イ
ス
ラ
ー
ム
神
学
の
一
派
。
ア
ッ
バ
ー

ス
朝
前
期
に
は
公
認
教
義
と
さ
れ
た
が
、
後
に
伝
統
主
義
者
に

よ
っ
て
徹
底
的
に
弾
圧
さ
れ
た
。

（
９
）（
訳
注
）
ラ
テ
ン
名
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
（
ア
ヴ
ィ
ケ
ン
ナ
）
の
名

で
も
知
ら
れ
る
哲
学
者
・
医
学
者
（
九
八
○
〜
一
○
三
八
）。
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
を
基
盤
と
す
る
哲
学
体
系
を
構
築
し
、
イ
ス

ラ
ー
ム
世
界
の
み
な
ら
ず
、
西
欧
世
界
に
も
大
き
な
影
響
を
与

え
た
。
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文
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