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イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義（
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
）
の
思
想
と
実
践

青
柳
か
お
る

１　

ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
の
思
想
と
歴
史

　

き
ょ
う
は
﹁
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
﹂、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
神
秘
主
義
に

つ
い
て
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
は
じ
め
に
﹁
ス
ー
フ
ィ

ズ
ム
の
思
想
と
歴
史
﹂
か
ら
、
お
話
し
い
た
し
ま
す
。

　
﹁
神
秘
主
義
﹂
と
い
う
の
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
に
限
ら
ず
他
の
宗

教
に
も
よ
く
見
ら
れ
る
現
象
で
す
。
簡
単
に
説
明
し
ま
す
と
、

内
面

│
人
間
の
心
を
、
修
行
な
ど
に
よ
っ
て
浄
化
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
神
に
到
達
し
よ
う
と
す
る
。
そ
う
い
う
立
場
の
こ
と

を
神
秘
主
義
と
い
い
ま
す
。

「
神
と
の
合
一
」
を
目
指
す
修
行

　

で
す
か
ら
、
神
秘
主
義
の
最
大
の
目
標
は
﹁
神
と
人
間
霊
魂

と
の
合
一
﹂
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

人
間
霊
魂
と
神
と
の
合
一
と
い
う
の
は
、
人
間
の
魂
の
一
番

深
い
と
こ
ろ
、
深
層
意
識
の
一
番
深
い
と
こ
ろ
に
神
が
お
ら
れ

る
。
そ
れ
な
の
に
、
人
間
の
意
識
や
自
我
な
ど
に
覆
わ
れ
て
し

ま
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
覆
い
を
ど
ん
ど
ん
は
ぎ
取
っ
て
、
き

れ
い
に
し
て
い
く
と
、
光
が
現
れ
て
、
す
べ
て
が
包
ま
れ
る
状

態
に
な
っ
て
く
る
。
人
間
霊
魂
の
自
己
意
識
と
い
う
か
自
我
を

ど
ん
ど
ん
取
っ
て
い
く
と
、
光
の
よ
う
な
神
が
現
れ
て
、
自
分
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の
意
識
が
全
部
消
え
、
神
に
包
ま
れ
た
状
態
に
な
る
。
こ
う
い

う
﹁
神
と
の
合
一
﹂
の
こ
と
を
神
秘
体
験
と
い
い
ま
す
が
、
こ

れ
を
目
指
し
て
い
く
の
が
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
の
修
行
で
す
。
神
秘

主
義
と
い
う
の
は
、
頭
の
中
で
考
え
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
て

体
験
を
伴
う
も
の
で
あ
る
わ
け
で
す
。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
に
は
、
日
常
生
活
を
規
定
す
る
﹁
イ
ス
ラ
ー
ム

法
﹂
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
聖
典
の
﹃
コ
ー
ラ
ン
︵
ク
ル
ア
ー

ン
︶﹄
と
か
、
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
の
言
行
録
で
あ
る
﹃
ハ
デ
ィ
ー

ス
﹄
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
か
ら
編
み
出
さ
れ
た
日
常
生
活
を

規
定
す
る
い
ろ
い
ろ
な
決
ま
り
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
お
酒
を

飲
ま
な
い
と
か
、
豚
肉
を
食
べ
な
い
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
を

守
り
な
が
ら
生
き
て
い
き
ま
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
得
ら
れ
な

か
っ
た
内
面
的
な
平
安
と
か
心
の
充
実
感
。
こ
れ
を
、
神
秘
体

験
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
獲
得
し
よ
う
と
す
る
試
み
を
ス
ー

フ
ィ
ズ
ム
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

　
﹁
ス
ー
フ
ィ
ー
﹂
と
い
う
単
語
が
ど
こ
か
ら
き
た
か
は
幾
つ
か

説
が
あ
り
ま
す
が
、﹁
ス
ー
フ
﹂
つ
ま
り
ア
ラ
ビ
ア
語
で
﹁
羊
毛
﹂、

ウ
ー
ル
と
い
う
意
味
の
言
葉
か
ら
き
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
貧
し
い
人
が
着
て
い
た
衣
装
を
指
し
ま
す
。
も
と
は
、

中
東
に
住
ん
で
い
た
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
修
道
士
た
ち
が
着
て
い

た
服
ら
し
い
で
す
。
ぼ
ろ
ぼ
ろ
の
羊
毛
︵
ス
ー
フ
︶
の
服
を
着
て

修
道
士
た
ち
が
修
行
し
て
い
た
姿
を
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
禁

欲
主
義
者
た
ち
が
見
習
っ
て
、
自
分
た
ち
も
ぼ
ろ
ぼ
ろ
の
服
を

着
た
の
で
す
。

　

そ
の
﹁
ス
ー
フ
﹂
に
﹁
イ
ズ
ム
﹂
を
付
け
て
﹁
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
﹂

と
い
う
言
葉
が
生
ま
れ
ま
し
た
。﹁
イ
ー
﹂
と
い
う
音
を
付
け
た

﹁
ス
ー
フ
ィ
ー
﹂
は
﹁
神
秘
主
義
者
﹂
と
か
﹁
修
行
者
﹂
と
い
う

意
味
の
言
葉
に
な
り
ま
す
。

「
禁
欲
主
義
」
＋
「
神
へ
の
愛
」

　

で
は
、
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
は
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
の
で
し
ょ

う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
イ
ス
ラ
ー
ム
以
外
の
影
響
も
あ
っ
た
と
思

わ
れ
ま
す
が
、
も
と
も
と
の
種
、
一
番
の
根
本
は
イ
ス
ラ
ー
ム

内
部
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
も
の
で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
と
か
仏
教

と
か
、
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
哲
学
と
い
っ
た
影
響
も
あ
っ
た
の

で
し
ょ
う
が
、
内
部
に
元
が
な
け
れ
ば
生
ま
れ
て
こ
な
か
っ
た

と
考
え
ま
す
。

　

そ
の
源
流
と
い
う
の
は
﹁
禁
欲
主
義
﹂
に
あ
り
ま
す
。
預
言
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者
ム
ハ
ン
マ
ド
が
亡
く
な
っ
た
後
、
大
征
服
時
代
に
入
っ
て
、

イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
が
皆
、
ア
ラ
ビ
ア
半
島
か
ら
出
て
行
き
ま
し

た
。
そ
し
て
、
エ
ジ
プ
ト
、
シ
リ
ア
、
イ
ラ
ン
な
ど
に
ど
ん
ど

ん
広
が
っ
て
い
っ
て
、
戦
利
品
が
た
く
さ
ん
入
っ
て
き
ま
す
。

皆
が
富
裕
化
し
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
ま
で
は
、
来
世
、

最
後
の
審
判
を
恐
れ
て
い
た
。
そ
れ
な
の
に
、
だ
ん
だ
ん
現
世

的
な
繁
栄
を
皆
が
求
め
る
傾
向
が
出
て
き
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

そ
れ
を
批
判
す
る
人
た
ち
が
存
在
し
ま
し
た
。
そ
れ
が
禁
欲

主
義
者
た
ち
で
す
。
そ
の
人
た
ち
は
現
世
に
背
を
向
け
、
最
後

の
審
判
を
恐
れ
て
苦
行
に
励
ん
だ
わ
け
で
す
。
た
と
え
ば
、
食

べ
な
い
、
飲
ま
な
い
、
眠
ら
な
い
、
笑
わ
な
い
で
、
一
日
中
礼

拝
を
す
る
と
か
、
そ
う
い
う
苦
行
に
励
む
人
た
ち
も
出
て
き
ま

し
た
。

　

有
名
な
禁
欲
主
義
者
の
名
前
を
３
人
挙
げ
て
お
き
ま
す
と
、

ま
ず
ハ
サ
ン
・
バ
ス
リ
ー
︵
６
４
２
～
７
２
８
年
︶
と
い
う
、
ウ

マ
イ
ヤ
朝
時
代
の
質
素
な
禁
欲
主
義
者
。
い
つ
も
暗
い
顔
を
し

て
い
た
と
い
う
人
で
す
。
そ
れ
か
ら
イ
ブ
ラ
ー
ヒ
ー
ム
・
イ
ブ

ン
＝
ア
ド
ハ
ム
︵
～
７
９
０
年
頃
︶
と
い
う
人
が
い
て
、
こ
の
人

は
富
豪
の
家
に
生
ま
れ
ま
し
た
が
、
そ
う
い
う
も
の
を
全
部
捨

て
て
放
浪
の
旅
に
出
た
と
い
う
伝
承
が
あ
り
ま
す
。
あ
と
、
フ

ダ
イ
ル
・
イ
ブ
ン
＝
イ
ヤ
ー
ド
︵
～
８
０
３
年
︶
と
い
う
人
も
、

全
然
笑
っ
た
こ
と
が
な
い
人
で
、
彼
が
死
ぬ
と
世
の
中
が
明
る

く
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
︵
笑
︶。
こ
の
禁
欲
主
義
者
た
ち

は
、
す
ご
く
暗
い
感
じ
で
、
と
に
か
く
苦
行
に
励
ん
で
い
る
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
の
人
た
ち
で
す
。

　

そ
の
禁
欲
主
義
者
の
中
か
ら
﹁
神
へ
の
愛
﹂
を
説
く
人
が
現

れ
て
、
も
う
少
し
明
る
い
感
じ
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
聖
女
・

ラ
ー
ビ
ア
︵
７
１
７
頃
～
８
０
１
年
頃
、
異
説
あ
り
︶
と
い
う
人
は

禁
欲
主
義
者
の
女
性
で
す
が
、
こ
の
人
が
最
初
に
﹁
神
を
愛
し

て
い
る
﹂
と
言
っ
て
、
神
へ
の
愛
を
説
い
た
人
だ
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
た
だ
、
後
の
時
代
の
人
が
﹁
ラ
ー
ビ
ア
が
こ
う
言
っ
た
﹂

と
書
い
て
い
る
だ
け
で
、
ラ
ー
ビ
ア
自
身
の
本
が
残
っ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
の
で
、
彼
女
が
本
当
に
そ
う
言
っ
た
か
ど
う
か

は
わ
か
り
ま
せ
ん
。

　

彼
女
が
ど
う
い
う
言
葉
を
残
し
て
い
る
か
と
い
う
と
、﹁
私
は

片
手
に
松た

い

明ま
つ

を
持
ち
、
楽
園
︵
天
国
︶
を
燃
や
し
た
い
。
そ
し
て
、

も
う
片
手
に
桶
を
持
ち
、
水
で
地
獄
の
炎
を
消
し
た
い
﹂
と
。

要
す
る
に
、
天
国
に
行
く
と
か
地
獄
に
行
く
と
か
、
最
後
の
審
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判
が
怖
く
て
神
を
崇
拝
し
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
私
は
神
を

愛
し
て
い
る
か
ら
崇
拝
す
る
の
だ
と
言
っ
た
わ
け
で
す
。
ラ
ー

ビ
ア
に
と
っ
て
は
、
自
分
が
天
国
に
行
く
こ
と
が
目
的
で
神
を

崇
拝
し
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
た
だ
た
だ
神
を
求
め
て
い
る
。

神
そ
の
も
の
を
私
は
求
め
て
い
る
、
そ
う
言
っ
た
の
で
す
。

　

そ
れ
ま
で
は
裁
き
の
神
で
、
最
後
の
審
判
だ
と
い
う
こ
と
で

怖
い
存
在
の
恐
ろ
し
い
神
の
イ
メ
ー
ジ
で
し
た
が
、
も
っ
と
近

い
恋
人
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
に
な
り
ま
す
。
ラ
ー
ビ
ア
に
と
っ

て
、
神
は
恋
人
と
い
う
存
在
へ
と
変
わ
っ
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ラ
ー
ビ
ア
な
ど
神
の
愛
を
説
く
人
が
現
れ
て

き
て
、
禁
欲
主
義
の
流
れ
の
一
部
が
、
だ
ん
だ
ん
神
へ
の
愛
を

取
り
入
れ
て
、
９
世
紀
ぐ
ら
い
に
﹁
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
﹂
が
成
立

し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
で
は
、
神
を
愛

し
て
い
る
か
ら
神
と
一
つ
に
な
り
た
い
と
い
う
わ
け
で
す
。

　

神
を
愛
し
て
神
と
一
つ
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
の
霊

魂
の
自
我
を
ど
ん
ど
ん
消
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
自
我

を
消
し
て
い
く
と
、
一
番
深
い
部
分
に
神
が
現
れ
て
、
自
分
の

魂
が
す
べ
て
神
に
包
ま
れ
て
い
る
。
光
に
た
と
え
ら
れ
ま
す
が
、

自
分
が
全
部
、
神
の
光
に
包
ま
れ
て
い
る
と
い
う
状
態
に
な
る
。

そ
う
い
う
状
態
を
、ア
ラ
ビ
ア
語
で
﹁
フ
ァ
ナ
ー
﹂
と
い
い
ま
す
。

﹁
消
え
る
﹂﹁
消
滅
す
る
﹂
と
い
う
意
味
で
す
が
、
そ
う
い
う
体

験
を
求
め
て
、
神
を
愛
し
て
い
る
か
ら
神
と
一
つ
に
な
る
の
だ

と
い
う
動
き
が
出
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

た
と
え
ば
、﹁
ス
ー
フ
ィ
ー
文
学
﹂
と
い
う
も
の
が
後
の
時
代

で
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
神
と
ス
ー
フ
ィ
ー
を
男
女
の
恋
愛
関

係
に
た
と
え
る
も
の
で
す
。

　

有
名
な
神
秘
主
義
詩
人
に
、
ニ
ザ
ー
ミ
ー
︵
１
１
４
１
～
１
２

０
９
年
︶
と
い
う
人
が
い
ま
す
が
、
こ
の
人
が
﹃
ラ
イ
ラ
と
マ
ジ

ュ
ヌ
ー
ン
﹄
と
い
う
散
文
詩
の
物
語
を
ペ
ル
シ
ャ
語
で
書
い
て

い
て
、
和
訳
も
出
て
い
ま
す
。

　
﹃
ラ
イ
ラ
と
マ
ジ
ュ
ヌ
ー
ン
﹄
は
ど
う
い
う
話
か
と
い
う
と
、

ラ
イ
ラ
と
い
う
の
は
女
の
人
の
名
前
で
、
カ
イ
ス
と
い
う
男
性

が
出
て
き
ま
す
。
２
人
は
好
き
合
っ
て
い
ま
し
た
が
、
家
同
士

の
仲
が
悪
く
て
結
婚
で
き
ず
、
ラ
イ
ラ
は
他
の
人
と
結
婚
し
て

し
ま
い
、
カ
イ
ス
は
気
が
狂
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
気
が
狂
っ
て

し
ま
っ
た
状
態
の
こ
と
を
、
ア
ラ
ビ
ア
語
で
﹁
マ
ジ
ュ
ヌ
ー
ン
﹂

と
い
い
ま
す
が
、
彼
は
マ
ジ
ュ
ヌ
ー
ン
に
な
っ
て
荒
野
に
飛
び

出
し
て
行
き
、
動
物
と
一
緒
に
暮
ら
す
よ
う
に
な
る
の
で
す
。
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こ
の
話
は
、
ラ
イ
ラ
を
神
だ
と
解
釈
で
き
る
わ
け
で
す
。
ラ
イ

ラ
が
神
で
、
カ
イ
ス
が
ス
ー
フ
ィ
ー
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う

は
書
い
て
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
う
解
釈
で
き
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
ス
ー
フ
ィ
ー
文
学
が
い
ろ
い
ろ
書
か
れ
ま
し
た
。

神
が
愛
さ
れ
る
対
象
と
し
て
描
か
れ
て
い
て
、
た
と
え
ば
王
子

と
か
美
女
と
か
美
少
年
、
そ
う
い
う
人
物
と
し
て
物
語
に
出
て

き
ま
す
。
ス
ー
フ
ィ
ー
は
そ
う
い
う
人
を
愛
す
る
者
と
し
て
、

た
と
え
ば
乞
食
と
し
て
登
場
し
た
り
し
ま
す
。
乞
食
が
王
子
様

を
好
き
に
な
る
と
か
、
そ
う
い
う
話
が
書
か
れ
た
わ
け
で
す
。

ウ
ラ
マ
ー
（
法
学
者
）
と
の
対
立
か
ら
和
解
へ

　

こ
う
い
う
ス
ー
フ
ィ
ー
文
学
が
盛
ん
に
書
か
れ
る
よ
う
に
な

る
ま
で
に
は
、
実
は
結
構
、
紆
余
曲
折
が
あ
り
ま
し
た
。
ス
ー

フ
ィ
ズ
ム
が
皆
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
に
、﹁
ウ
ラ

マ
ー
と
の
対
立
か
ら
和
解
へ
﹂
と
い
う
過
程
を
と
っ
て
い
き
ま

す
。

　
﹁
ウ
ラ
マ
ー
﹂
と
い
う
の
は
い
ろ
い
ろ
な
学
問
を
修
め
た
学
者

の
こ
と
で
す
。
法
学
と
か
神
学
、
あ
と
コ
ー
ラ
ン
解
釈
学
と
か
、

ア
ラ
ビ
ア
語
文
法
学
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
学
問
が
あ
り
ま
す
が
、

イ
ス
ラ
ー
ム
の
諸
学
問
の
中
で
一
番
大
事
な
の
は
法
学
で
す
。

日
常
生
活
を
規
定
す
る
﹁
イ
ス
ラ
ー
ム
法
﹂
が
一
番
大
事
だ
か

ら
で
す
。
そ
れ
で
、
ウ
ラ
マ
ー
は
イ
ス
ラ
ー
ム
法
学
者
と
訳
さ

「
ラ
イ
ラ
と
マ
ジ
ュ
ヌ
ー
ン
」
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
19
世
紀
の
絨
毯
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れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。

　

こ
の
ウ
ラ
マ
ー
と
ス
ー
フ
ィ
ー
が
対
立
し
て
い
た
時
代
が
あ

り
ま
し
た
。
初
期
の
ス
ー
フ
ィ
ー
の
な
か
に
は
、﹁
イ
ス
ラ
ー
ム

法
を
守
っ
て
生
き
て
い
く
よ
り
も
、
神
と
の
合
一
、
神
秘
体
験

を
積
む
こ
と
の
ほ
う
が
大
事
だ
﹂
と
考
え
る
人
た
ち
が
い
て
、

な
か
に
は
イ
ス
ラ
ー
ム
法
を
無
視
し
て
も
い
い
の
だ
と
い
っ
て
、

お
酒
を
飲
む
と
か
、
同
性
愛
に
走
る
と
か
、
そ
う
い
う
人
た
ち

が
出
て
き
て
、
ウ
ラ
マ
ー
と
対
立
す
る
わ
け
で
す
。

　

そ
の
対
立
の
究
極
が
、ハ
ッ
ラ
ー
ジ
ュ
︵
８
５
８
頃
～
９
２
２
年
︶

と
い
う
ス
ー
フ
ィ
ー
で
す
。
こ
の
人
は
、
フ
ァ
ナ
ー
状
態
の
と

き
に
﹁
我
は
真
理
な
り
﹂
と
叫
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
す
。﹁
真
理
﹂

と
い
う
の
は
神
を
指
し
て
い
ま
す
か
ら
、﹁
自
分
は
神
だ
﹂
と
叫

ん
で
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
ス
ー
フ
ィ
ー
が
フ
ァ

ナ
ー
状
態
の
と
き
に
つ
ぶ
や
く
言
葉
を
酔
言

│
酔
っ
ぱ
ら
っ

た
状
態
で
言
っ
た
言
葉
と
い
い
ま
す
が
、
ハ
ッ
ラ
ー
ジ
ュ
が
﹁
私

は
神
だ
﹂
と
叫
ん
だ
。
そ
れ
が
神
へ
の
冒ぼ

う

涜と
く

だ
と
さ
れ
て
、
批

判
を
浴
び
ま
す
。
彼
は
、
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
の
カ
リ
フ
に
目
を
つ

け
ら
れ
て
、
処
刑
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
手
を
切
ら
れ
た
り
、

足
を
切
ら
れ
た
り
、
大
変
に
残
酷
な
拷
問
を
受
け
た
後
に
処
刑

さ
れ
、
そ
の
後
、
遺
体
を
焼
か
れ
て
、
灰
を
チ
グ
リ
ス
川
に
流

さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
う
い
う
悲
劇
の
ス
ー
フ
ィ
ー
も
出
て
き

ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
対
立
を
経
て
、
ガ
ザ
ー
リ
ー
︵
１
０
５
８
～
１
１

１
１
年
︶
と
い
う
人
物
が
次
に
出
て
き
ま
す
。
こ
の
人
が
、
ウ
ラ

マ
ー
と
ス
ー
フ
ィ
ー
の
橋
渡
し
を
し
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
以

外
に
も
そ
う
い
う
役
割
を
果
た
し
た
人
は
い
ま
す
が
、
一
番
重

要
な
人
物
は
や
は
り
ガ
ザ
ー
リ
ー
で
す
。

　

ガ
ザ
ー
リ
ー
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
史
上
最
大
の
思
想
家
の

ひ
と
り
だ
と
い
う
位
置
づ
け
で
す
。
セ
ル
ジ
ュ
ー
ク
朝
時
代
︵
１

０
３
８
～
１
１
５
７
年
︶
の
ウ
ラ
マ
ー
で
す
。
セ
ル
ジ
ュ
ー
ク
朝

と
い
う
の
は
ト
ル
コ
系
の
軍
事
王
朝
で
、
イ
ラ
ン
や
イ
ラ
ク
あ

た
り
を
支
配
し
ま
し
た
。
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
指
導
者
﹁
カ
リ

フ
﹂
は
、
そ
の
前
の
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
か
ら
続
い
て
い
ま
し
た
が
、

こ
の
こ
ろ
に
は
カ
リ
フ
の
権
威
が
非
常
に
失
墜
し
て
し
ま
っ
て
、

も
う
セ
ル
ジ
ュ
ー
ク
朝
の
﹁
ス
ル
タ
ン
﹂
が
実
質
的
に
は
支
配

し
て
い
る
と
い
う
時
代
で
し
た
。
カ
リ
フ
は
有
名
無
実
化
し
て
、

実
力
の
あ
る
人
が
支
配
し
て
い
る
。
ガ
ザ
ー
リ
ー
は
、
こ
う
い

う
時
代
の
ウ
ラ
マ
ー
で
し
た
。
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彼
は
本
当
に
学
問
の
エ
リ
ー
ト
で
、
33
歳
の
と
き
に
、
バ
ク

ダ
ッ
ド
の
ニ
ザ
ー
ミ
ー
ヤ
学
院
の
教
授
に
抜
擢
さ
れ
た
と
い
う
、

す
ご
い
人
で
す
。
ニ
ザ
ー
ミ
ー
ヤ
学
院
と
い
う
の
は
、
セ
ル
ジ

ュ
ー
ク
朝
の
宰
相
の
ニ
ザ
ー
ム
・
ア
ル
・
ム
ル
ク
が
自
分
の
名

前
を
つ
け
て
各
地
に
つ
く
っ
た
、
大
学
の
よ
う
な
機
関
で
す
。

　

ガ
ザ
ー
リ
ー
は
ニ
ザ
ー
ミ
ー
ヤ
学
院
で
法
学
や
神
学
を
教
え

て
い
た
わ
け
で
す
が
、
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
に
回
心
し
た
こ
と
で
有

名
で
す
。
彼
は
、﹁
ど
う
し
て
自
分
は
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
な
ん
だ

ろ
う
か
﹂
と
悩
み
、
だ
ん
だ
ん
確
信
が
揺
ら
い
で
き
て
い
た
の

で
す
。
そ
の
た
め
に
、
神
学
と
か
、
哲
学
と
か
、シ
ー
ア
派
と
か
、

い
ろ
い
ろ
と
研
究
し
て
み
た
け
れ
ど
も
、
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
の
神

秘
体
験
を
積
ん
だ
と
き
に
、
や
っ
と
信
仰
の
確
信
が
も
て
た
と

い
う
の
で
す
。
彼
は
教
授
職
を
辞
職
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
バ

ク
ダ
ッ
ド
か
ら
ま
ず
シ
リ
ア
に
行
き
ま
し
た
。
そ
の
後
、
メ
ッ

カ
︵
マ
ッ
カ
︶
巡
礼
を
し
て
、
ま
た
パ
レ
ス
チ
ナ
を
２
年
間
、
放

浪
し
た
り
し
ま
す
。
そ
う
い
う
遍
歴
の
最
後
に
、
自
分
の
生
ま

れ
故
郷
で
あ
る
イ
ラ
ン
の
ト
ゥ
ー
ス
と
い
う
と
こ
ろ
に
戻
っ
て
、

そ
こ
で
弟
子
を
育
て
な
が
ら
本
を
書
い
た
り
し
て
過
ご
し
た
人

で
す
。

　

彼
を
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
史
上
に
位
置
づ
け
る
と
、﹁
ス
ン
ナ
派

思
想
の
枠
組
み
の
完
成
者
﹂
だ
と
い
え
ま
す
。
ス
ン
ナ
派
と
い

う
の
は
、
大
体
10
世
紀
か
ら
11
世
紀
ぐ
ら
い
に
で
き
て
き
ま
す
。

そ
の
と
き
に
、﹁
ス
ン
ナ
派
の
イ
ス
ラ
ー
ム
諸
学
に
含
ま
れ
る
内

容
は
、
こ
れ
こ
れ
で
す
よ
﹂
と
い
う
の
を
、
は
っ
き
り
示
し
た

人
が
ガ
ザ
ー
リ
ー
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
に
は
、い
ろ
い
ろ
な
流
れ
が
あ
っ
て
、
神
学
、

哲
学
、シ
ー
ア
派
、ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
。
ガ
ザ
ー

リ
ー
は
イ
ス
ラ
ー
ム
哲
学
を
批
判
し
た
け
れ
ど
も
、
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
の
論
理
学
な
ど
取
り
入
れ
ら
れ
る
も
の
は
取
り
入
れ
ま

し
た
。
ま
た
、﹁
あ
や
し
い
も
の
﹂
と
思
わ
れ
て
い
た
ス
ー
フ
ィ

ズ
ム
も
﹁
決
し
て
あ
や
し
い
も
の
で
は
な
い
の
だ
。
ス
ー
フ
ィ

ズ
ム
で
神
秘
体
験
を
積
む
こ
と
は
大
事
で
す
よ
﹂
と
認
め
て
、

ス
ン
ナ
の
思
想
の
中
に
取
り
入
れ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
一
方
で
、

神
秘
体
験
だ
け
積
ん
で
い
れ
ば
い
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
イ

ス
ラ
ー
ム
法
も
ち
ゃ
ん
と
守
ら
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
と
彼
は

言
っ
た
わ
け
で
す
。
イ
ス
ラ
ー
ム
法
を
守
り
な
が
ら
、
さ
ら
に

﹁
フ
ァ
ナ
ー
︵
神
と
の
合
一
︶﹂
を
体
験
す
る
と
い
う
生
き
方
を
し

な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
説
い
た
の
が
、
ガ
ザ
ー
リ
ー
で
す
。
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「
教
団
」
の
形
成

─
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
の
大
衆
化

　

こ
の
よ
う
に
、
ガ
ザ
ー
リ
ー
が
、
ス
ー
フ
ィ
ー
と
ウ
ラ
マ
ー

の
橋
渡
し
を
し
ま
し
た
。﹁
あ
の
ガ
ザ
ー
リ
ー
が
認
め
た
﹂
と
い

う
こ
と
で
、
皆
が
﹁
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
は
あ
や
し
く
な
い
﹂
と
い

う
こ
と
が
わ
か
っ
た
わ
け
で
す
。

　

そ
の
後
ど
う
な
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
今
度
は
﹁
タ
リ
ー
カ
﹂

と
い
う
ス
ー
フ
ィ
ー
教
団
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

ウ
ラ
マ
ー
と
ス
ー
フ
ィ
ー
が
対
立
し
て
い
た
時
代
に
は
、
ス
ー

フ
ィ
ー
は
、
ひ
っ
そ
り
と
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ひ
そ
か

に
集
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
ウ
ラ
マ
ー
と
和
解
し
、
公

認
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
お
お
っ
ぴ
ら
に
仲
間
集
め
が
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
、
著
名
な
ス
ー
フ
ィ
ー
を

中
心
に
仲
間
が
集
ま
っ
て
教
団
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
ス
ー

フ
ィ
ズ
ム
が
ど
ん
ど
ん
広
ま
っ
て
大
衆
化
し
て
い
く
と
い
う
現

象
が
起
き
ま
し
た
。

　

ス
ー
フ
ィ
ー
教
団
は
、
ま
ず
核
に
な
る
人
た
ち
の
ス
ー
フ
ィ
ー

の
道
場
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
著
名
な
ス
ー
フ
ィ
ー
の
お
師
匠
さ

ん
と
修
行
す
る
人
た
ち
が
住
み
込
ん
で
い
ま
す
。
さ
ら
に
在
家

の
ス
ー
フ
ィ
ー
も
い
て
、
ふ
だ
ん
は
普
通
の
生
活
を
し
て
い
て
、

定
期
的
に
修
行
を
し
に
道
場
に
行
き
ま
す
。
タ
リ
ー
カ
を
構
成

し
て
い
る
人
は
、
道
場
に
住
み
込
ん
で
い
る
核
に
な
る
人
と
、

周
り
に
い
て
普
通
の
生
活
を
し
て
い
る
人
と
い
う
構
造
に
な
っ

て
い
る
わ
け
で
す
。

　

こ
の
タ
リ
ー
カ
が
ど
ん
ど
ん
発
展
し
て
い
く
の
は
12
世
紀
以

降
で
す
。
最
初
は
イ
ラ
ク
に
で
き
た
と
い
い
ま
す
が
、
さ
ま
ざ

ま
な
ス
ー
フ
ィ
ー
教
団
が
形
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
そ
の

う
ち
、
多
く
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
が
ど
こ
か
の
ス
ー
フ
ィ
ー
教

団
に
属
し
て
い
る
と
い
う
時
代
が
や
っ
て
き
ま
し
た
。
ア
ッ
バ
ー

ス
朝
︵
７
５
０
～
１
２
５
８
年
︶
が
滅
び
た
こ
ろ
か
ら
前
近
代
ま

で
、
い
わ
ば
﹁
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
一
色
﹂
と
い
う
時
代
が
あ
っ
た

の
で
す
。

　

ス
ー
フ
ィ
ー
教
団
は
本
部
も
あ
り
ま
す
が
、
広
め
て
い
く
の

で
各
地
に
支
部
も
つ
く
り
ま
し
た
。
そ
の
際
、﹁
ど
の
宗
教
も
深

層
部
分
は
同
一
だ
﹂
と
考
え
る
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
の
寛
容
さ
や
普

遍
主
義
が
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
を
広
め
る
の
に
す
ご
く
貢
献
し
ま

し
た
。
イ
ス
ラ
ー
ム
商
人
と
ス
ー
フ
ィ
ー
が
、
い
ろ
い
ろ
な
と

こ
ろ
に
出
か
け
て
行
っ
て
、
土
着
の
宗
教
な
ど
を
消
す
の
で
は
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な
く
て
、
そ
こ
に
混
ざ
り
込
ん
で
い
く
よ
う
に
し
て
イ
ス
ラ
ー

ム
教
が
広
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
南
ア
ジ
ア
の
イ

ン
ド
と
か
ア
フ
リ
カ
で
す
ね
。
ア
フ
リ
カ
は
北
ア
フ
リ
カ
だ
け

で
は
な
く
て
内
陸
の
ほ
う
ま
で
広
が
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、

中
国
や
東
南
ア
ジ
ア
な
ど
、
も
の
す
ご
く
広
い
地
域
が
イ
ス
ラ
ー

ム
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

い
わ
ゆ
る
﹁
ジ
ハ
ー
ド
︵
聖
戦
︶﹂
だ
け
で
は
こ
ん
な
に
広
が

ら
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
ジ
ハ
ー
ド
で
広
が
っ
た
の
は
中
東
の

一
部
だ
け
で
、
今
の
よ
う
に
広
い
地
域
に
広
ま
っ
た
の
は
タ
リ
ー

カ
と
か
、
イ
ス
ラ
ー
ム
商
人
の
お
か
げ
で
す
。

　

タ
リ
ー
カ
は
い
ま
で
も
続
い
て
い
ま
す
が
、
近
代
や
現
代
に

ど
う
な
っ
た
か
と
い
う
と
、
近
代
に
中
東
地
域
が
だ
ん
だ
ん
植

民
地
に
な
り
そ
う
な
時
代
に
な
り
、
ス
ー
フ
ィ
ー
教
団
は
反
帝

国
主
義
闘
争
の
主
役
と
し
て
戦
っ
た
り
し
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、

リ
ビ
ア
に
﹁
サ
ヌ
ー
シ
ー
教
団
﹂
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
が
、

リ
ビ
ア
を
イ
タ
リ
ア
が
植
民
地
に
し
ま
し
た
︵
１
９
１
１
年
︶。
そ

の
と
き
に
、
サ
ヌ
ー
シ
ー
教
団
の
教
団
長
ウ
マ
ル
・
ム
フ
タ
ー

ル
が
イ
タ
リ
ア
に
対
し
て
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
を
起
こ
し
た
の
で
す
。

結
局
、
戦
い
に
敗
け
て
、
ム
フ
タ
ー
ル
は
処
刑
さ
れ
て
し
ま
い

ま
し
た
が
︵
１
９
３
１
年
︶。
彼
の
戦
い
は
﹁
砂
漠
の
ラ
イ
オ
ン
﹂

と
い
う
映
画
で
描
か
れ
、
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
ク
イ
ン
が
ウ
マ
ル
・

ム
フ
タ
ー
ル
の
役
を
や
っ
て
い
ま
す
。
映
画
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
も
あ
っ

て
、
見
て
い
る
と
本
当
に
か
わ
い
そ
う
で
し
た
。
他
に
も
、
フ

ラ
ン
ス
と
戦
っ
た
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
﹁
カ
ー
デ
ィ
リ
ー
教
団
﹂

が
あ
り
ま
す
。

　

タ
リ
ー
カ
は
現
在
も
、ち
ゃ
ん
と
存
在
し
て
い
ま
す
が
、
実
は
、

だ
ん
だ
ん
人
気
が
な
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
政
治
・
社
会
上

も
大
き
な
勢
力
で
は
な
く
て
、
ム
ス
リ
ム
同
胞
団
な
ど
の
イ
ス

ラ
ー
ム
主
義
組
織
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
す
。

動
員
力
、
資
金
力
の
面
で
、
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
運
動
組
織
の
ほ

う
が
大
き
く
な
っ
て
い
て
、
ス
ー
フ
ィ
ー
教
団
は
存
在
し
て
い

る
け
れ
ど
も
あ
ま
り
影
響
力
が
な
く
な
っ
て
い
る
の
が
現
状
で

す
。

２　

ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
の
実
践

　

次
に
﹁
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
の
実
践
﹂
と
し
て
、
２
点
、
お
話
し

し
ま
す
。
ひ
と
つ
は
聖
者
崇
敬
と
聖
者
廟
参
詣
に
つ
い
て
。
も

う
ひ
と
つ
は
神
秘
修
行
の
話
で
す
。
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聖
者

─
神
と
の
仲
介
者

　

ま
ず
﹁
聖
者
崇
敬
と
聖
者
廟
参
詣
﹂
で
す
。
聖
者
は
ス
ー

フ
ィ
ー
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
と
重
な
っ

て
い
る
の
で
触
れ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

先
ほ
ど
、
12
世
紀
以
降
に
タ
リ
ー
カ
が
で
き
て
き
た
と
申
し

ま
し
た
が
、
さ
ら
に
聖
者
崇
敬
・
聖
者
廟
参
詣
も
進
ん
で
い
き

ま
し
た
。

　
﹁
聖
者
﹂
と
は
ど
う
い
う
人
か
と
い
う
と
、
ア
ラ
ビ
ア
語
で
は

﹁
ワ
リ
ー
・
ア
ッ
ラ
ー
︵
神
の
友
︶﹂
と
い
い
ま
す
。
ワ
リ
ー
は
、

近
く
に
あ
る
者
、
友
と
い
う
意
味
で
、﹁
神
の
友
﹂
を
﹁
聖
者
﹂

と
訳
し
て
い
ま
す
。
人
々
の
祈
願
、
願
い
事
を
叶
え
て
く
れ
る

よ
う
に
神
に
取
り
な
す
力
を
﹁
バ
ラ
カ
︵
神
の
恩
寵
を
も
た
ら
す

力
︶﹂
と
い
い
ま
す
が
、
こ
の
バ
ラ
カ
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い

る
人
が
﹁
聖
者
﹂
な
の
で
す
。
つ
ま
り
、
神
の
友
な
の
で
、
神

と
の
仲
介
を
し
て
く
れ
る
。
神
と
の
仲
介
者
で
あ
っ
て
、
民
衆

が
現
世
利
益
を
求
め
て
お
願
い
に
行
く
と
取
り
な
し
て
く
れ
る

と
い
う
こ
と
で
す
。

　

民
衆
が
お
願
い
事
を
す
る
場
合
、
聖
者
が
ま
だ
生
き
て
い
れ

ば
聖
者
の
と
こ
ろ
に
行
く
し
、
亡
く
な
っ
て
い
た
ら
お
墓
に
行

き
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
聖
者
が
神
に
取
り
な
し
て
く
れ
て
、

神
が
願
い
を
成
就
し
て
く
れ
る
と
い
う
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る

わ
け
で
す
。

　

聖
者
は
大
き
く
２
つ
に
分
け
ら
れ
ま
す
。﹁
預
言
者
ム
ハ
ン
マ

ド
と
そ
の
子
孫
﹂
が
第
１
の
タ
イ
プ
で
す
。
第
２
の
タ
イ
プ
は

奇
蹟
を
起
こ
す
人
で
あ
り
、
著
名
な
ス
ー
フ
ィ
ー
と
か
有
名
な

学
者
、
偉
人
、
ジ
ハ
ー
ド
で
殉
教
し
た
人
と
か
、
ほ
か
に
は
異

教
の
聖
者
が
イ
ス
ラ
ー
ム
教
の
聖
者
に
混
じ
っ
た
と
か
、
海
辺

に
流
れ
着
い
た
漂
流
遺
体
が
聖
者
に
な
っ
た
と
い
う
例
も
あ
り

ま
す
。
こ
の
２
番
目
の
タ
イ
プ
の
聖
者
は
本
当
に
い
ろ
い
ろ
な

バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
た
ち
が
入
っ
て

き
ま
す
。
ス
ー
フ
ィ
ー
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
し
て
、
だ
れ
が
聖
者
か
と
い
う
の
は
、
会
議
か
何
か
が
開

か
れ
て
決
ま
る
わ
け
で
は
な
く
て
、
人
々
の
合
意
に
よ
っ
て
決

ま
り
ま
す
。﹁
あ
の
人
、
聖
者
だ
よ
ね
﹂
と
皆
が
思
う
と
、
そ
の

人
が
聖
者
に
な
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。

　

で
す
か
ら
、
聖
者
は
ス
ー
フ
ィ
ー
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、だ
れ
が
聖
者
な
の
か
と
か
、
聖
者
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
︵
位
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階
︶
を
議
論
し
た
り
、
聖
者
た
ち
の
人
生
を
コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と

め
た
﹃
聖
者
列
伝
﹄
が
書
か
れ
た
の
は
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
に
お
い

て
で
す
。
興
味
の
あ
る
方
は
、
ア
ッ
タ
ー
ル
と
い
う
ス
ー
フ
ィ
ー

が
書
い
た
﹃
聖
者
列
伝
﹄
が
あ
り
ま
す
。
ア
ッ
タ
ー
ル
は
ペ
ル

シ
ャ
の
詩
人
で
、
有
名
な
聖
者
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
た
列
伝
で

す
。
藤
井
守
男
先
生
に
よ
る
和
訳
も
出
て
い
ま
す
︵﹃
イ
ス
ラ
ー
ム

神
秘
主
義
聖
者
列
伝
﹄
国
書
刊
行
会
︶。

メ
ッ
カ
巡
礼
よ
り
身
近
な
「
聖
者
廟
参
詣
」

　

聖
者
は
ス
ー
フ
ィ
ー
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ス
ー
フ
ィ
ー

聖
者
の
数
が
と
て
も
多
い
で
す
。
ま
た
、
聖
者
の
お
墓
参
り
に

行
く
と
い
う
こ
と
も
、
ス
ー
フ
ィ
ー
に
限
り
ま
せ
ん
が
、
い
ま

も
昔
も
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
。﹁
聖
者
廟
参
詣
﹂
の
こ

と
を
ア
ラ
ビ
ア
語
で
﹁
ズ
ィ
ヤ
ー
ラ
﹂
と
い
い
ま
す
。
訪
れ
る
、

訪
問
す
る
と
い
う
意
味
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
メ
ッ
カ
︵
マ
ッ

カ
︶
巡
礼
は
﹁
ハ
ッ
ジ
﹂
と
い
い
ま
し
て
、
日
本
語
で
は
﹁
巡
礼
﹂

と
訳
し
て
い
ま
す
。﹁
ズ
ィ
ヤ
ー
ラ
﹂
は
﹁
ハ
ッ
ジ
﹂
と
は
峻
別

さ
れ
る
﹁
墓
参
・
参
詣
行
為
﹂
の
こ
と
で
す
か
ら
、
日
本
語
で

も
訳
し
分
け
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

少
し
メ
ッ
カ
巡
礼
と
比
較
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
メ
ッ
カ

巡
礼
と
い
う
の
は
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
義
務
で
す
。﹃
コ
ー
ラ
ン
﹄

の
３
章
97
節
に
は
﹁
こ
の
家
へ
の
巡
礼
は
，
そ
こ
に
赴
け
る
人

び
と
に
課
せ
ら
れ
た
ア
ッ
ラ
ー
ヘ
の
義
務
で
あ
る
﹂︵
日
本
ム
ス

リ
ム
協
会
訳
︶
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
家
と
い
う
の
は
メ
ッ
カ
の

カ
ー
バ
神
殿
の
こ
と
で
、
そ
こ
に
赴
く
こ
と
が
可
能
な
人
に
と

っ
て
の
義
務
で
あ
る
と
な
っ
て
い
ま
す
。
行
か
れ
る
人
は
行
き

な
さ
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
と
い
う
の
は
、
メ
ッ
カ
巡
礼
と
い

う
の
は
金
銭
的
に
も
体
力
的
に
も
す
ご
く
負
担
が
重
い
か
ら
で

す
。
で
す
か
ら
、
可
能
で
あ
れ
ば
一
生
に
一
度
行
け
ば
よ
い
と

い
う
こ
と
で
す
。

　

カ
ー
バ
神
殿
の
カ
ー
バ
と
い
う
の
は
ア
ラ
ビ
ア
語
で
﹁
立
方

体
﹂
と
い
う
意
味
で
、
そ
の
名
の
通
り
の
か
た
ち
を
し
て
い
て
、

黒
い
布
が
か
か
っ
て
い
ま
す
。
メ
ッ
カ
巡
礼
の
と
き
に
は
、
周

囲
を
人
が
埋
め
尽
く
し
ま
す
。

　

メ
ッ
カ
巡
礼
は
期
間
も
き
ち
ん
と
決
め
ら
れ
て
い
て
、
ヒ
ジ

ュ
ラ
暦
︵
イ
ス
ラ
ー
ム
暦
︶
の
﹁
巡
礼
月
の
８
日
か
ら
10
日
﹂
に

お
こ
な
わ
れ
ま
す
。
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
は
、
ム
ハ
ン
マ
ド
が
メ
ッ
カ

か
ら
メ
デ
ィ
ナ
︵
マ
デ
ィ
ー
ナ
︶
へ
と
﹁
ヒ
ジ
ュ
ラ 

︵
聖
遷
︶﹂
し
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た
６
２
２
年
を
元
年
と
す
る
太
陰
暦
で
す
。

　

こ
の
メ
ッ
カ
巡
礼
に
対
し
て
、
聖
者
廟
参
詣
は
、
聖
者
の
お

墓
に
好
き
な
と
き
に
行
け
ば
い
い
と
い
う
も
の
で
す
か
ら
、
だ

い
ぶ
違
い
ま
す
。

　

メ
ッ
カ
巡
礼
が
終
わ
っ
た
後
に
、
多
く
の
人
が
メ
ッ
カ
か
ら

メ
デ
ィ
ナ
に
行
き
ま
す
。
メ
デ
ィ
ナ
に
は
﹁
預
言
者
モ
ス
ク
﹂

が
あ
り
ま
す
。
ム
ハ
ン
マ
ド
が
ヒ
ジ
ュ
ラ
し
た
後
に
住
ん
で
い

て
、
そ
こ
で
亡
く
な
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。
モ
ス
ク
と
お
墓
と
は

セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
く
て
、
大
体
、
お
墓
が
モ
ス

ク
の
中
に
あ
る
か
た
ち
に
な
っ
て
い
ま
す
。﹁
預
言
者
モ
ス
ク
﹂

に
も
、
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
の
霊
廟
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
皆
が

参
詣
す
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
ハ
ッ
ジ
で
は
な
く
て
、﹁
ズ
ィ

ヤ
ー
ラ
︵
参
詣
・
墓
参
り
︶﹂
と
い
い
ま
す
。
聖
者
廟
参
詣
は
、
い

ま
も
昔
も
盛
ん
で
、
こ
の
ム
ハ
ン
マ
ド
の
御
廟
以
外
に
も
、
た

く
さ
ん
の
聖
者
廟
が
あ
り
ま
す
。

　

た
だ
、
聖
者
廟
参
詣
に
対
し
て
は
、
近
現
代
の
前
に
も
批
判

が
あ
り
ま
し
て
、
特
に
近
代
以
降
に
お
い
て
は
批
判
さ
れ
て
い

ま
す
。
つ
ま
り
、﹁
聖
者
崇
敬
と
か
聖
者
廟
参
詣
は
、
神
以
外
へ

の
崇
拝
、
多
神
崇
拝
に
つ
な
が
る
﹂
と
い
う
批
判
で
す
。
要
す

る
に
、
聖
者
を
拝
ん
で
い
る
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

イ
ス
ラ
ー
ム
教
で
は
、
ア
ッ
ラ
ー
、
神
と
一
緒
に
並
べ
て
崇
拝

す
る
の
は
多
神
崇
拝
で
、
一
番
や
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
聖
者
廟
参
詣
に
行
く
人
た
ち
は
﹁
自

分
た
ち
は
聖
者
を
拝
ん
で
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
﹂
と
言
い

ま
す
。
自
分
た
ち
は
あ
く
ま
で
神
を
拝
ん
で
い
て
、
聖
者
を
拝

ん
で
い
る
の
で
は
な
い
と
言
い
ま
す
が
、﹁
だ
め
だ
﹂
と
批
判
さ

れ
る
わ
け
で
す
。

　

一
番
大
き
な
批
判
運
動
は
、
18
世
紀
半
ば
に
ア
ラ
ビ
ア
半
島

で
起
こ
っ
た
ワ
ッ
ハ
ー
ブ
派
と
い
う
運
動
で
す
。
こ
の
人
た
ち

は
﹁
ム
ハ
ン
マ
ド
の
時
代
に
帰
れ
﹂
と
言
い
ま
し
た
。
ア
ラ
ビ

ア
半
島
が
停
滞
し
て
い
る
。
こ
の
原
因
は
何
だ
ろ
う
か
と
い
う

と
、
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
の
時
代
に
や
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と

を
や
っ
て
い
る
か
ら
だ
め
に
な
っ
て
き
た
ん
だ
と
い
う
ふ
う
に

考
え
た
わ
け
で
す
。

　

そ
し
て
、
復
古
主
義
的
な
イ
ス
ラ
ー
ム
改
革
運
動
を
始
め
て
、

﹁
特
に
い
け
な
い
の
が
聖
者
廟
参
詣
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ム
ハ
ン

マ
ド
の
時
代
に
は
や
っ
て
い
な
か
っ
た
悪
し
き
逸
脱
行
為
で
あ

る
。
そ
れ
が
停
滞
の
原
因
だ
﹂
と
し
て
、
豪
族
の
サ
ウ
ー
ド
家
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か
ら
軍
事
的
な
支
援
を
受
け
て
聖
者
廟
を
壊
し
て
い
き
ま
し
た
。

ア
ラ
ビ
ア
半
島
だ
け
で
な
く
、
イ
ラ
ク
に
ま
で
も
出
か
け
て
行

っ
て
、
聖
者
廟
を
ど
ん
ど
ん
壊
し
て
い
く
と
い
う
運
動
を
し
ま

し
た
。
そ
の
結
果
、
で
き
た
国
が
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
王
国
で
、

サ
ウ
ジ
と
い
う
の
は
こ
の
サ
ウ
ー
ド
か
ら
き
て
い
ま
す
。﹁
サ

ウ
ー
ド
家
の
ア
ラ
ビ
ア
王
国
﹂
と
い
う
意
味
で
す
。
で
す
か
ら

今
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
に
は
聖
者
廟
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、

ム
ハ
ン
マ
ド
の
お
墓
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
も
実
は
１
回
壊
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
を
除
く
多
く
の
イ
ス
ラ
ー
ム
世

界
で
は
、
今
も
聖
者
廟
参
詣
が
熱
心
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
。

聖
者
の
お
墓
参
り
と
い
う
の
は
、
メ
ッ
カ
巡
礼
よ
り
も
身
近
な

存
在
な
ん
で
す
ね
。
今
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
は
13
億
人
と
か
16

億
人
い
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
メ
ッ
カ
巡
礼
に
行
け
る
人

は
1
年
に
２
０
０
万
人
だ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
の

人
が
一
生
に
一
度
も
行
か
れ
な
い
わ
け
で
す
。
そ
う
な
る
と
、

メ
ッ
カ
巡
礼
で
は
な
く
て
も
っ
と
身
近
な
聖
者
廟
に
行
き
た
い

と
思
う
人
が
多
い
の
は
当
然
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

あ
の
地
こ
の
地
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
聖
者
廟

　

中
東
各
地
の
聖
者
廟
の
地
図
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
以
前
、﹃
面

白
い
ほ
ど
よ
く
わ
か
る
イ
ス
ラ
ー
ム
﹄
と
い
う
本
を
出
し
ま
し

て
、
そ
こ
に
載
せ
た
地
図
で
す
。
聖
者
廟
は
、
も
っ
と
た
く
さ

ん
あ
り
ま
す
が
、
ち
ょ
っ
と
だ
け
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
ま
し
た
。

　

右
下
の
ほ
う
の
マ
デ
ィ
ー
ナ
︵
メ
デ
ィ
ナ
︶
に
﹁
預
言
者
モ
ス

ク
﹂
が
あ
り
ま
す
。
少
し
北
の
ほ
う
に
行
く
と
、
イ
ラ
ク
に
﹁
ア

リ
ー
廟
﹂
と
﹁
フ
サ
イ
ン
廟
﹂
が
あ
り
ま
す
。
ア
リ
ー
と
い
う

の
は
、
ム
ハ
ン
マ
ド
の
娘
婿
で
す
。
ス
ン
ナ
派
で
は
第
４
代
正

統
カ
リ
フ
で
あ
り
、
か
つ
シ
ー
ア
派
に
と
っ
て
は
初
代
の
指
導

者
︵
イ
マ
ー
ム
︶
に
当
た
る
重
要
人
物
で
す
。
フ
サ
イ
ン
は
、
ア

リ
ー
の
息
子
で
、
ム
ハ
ン
マ
ド
の
孫
に
当
た
り
ま
す
。
シ
ー
ア

派
の
第
３
代
の
指
導
者
で
す
。

　

次
に
、
エ
ジ
プ
ト
の
カ
イ
ロ
に
行
く
と
﹁
ザ
イ
ナ
ブ
廟
﹂
が

あ
っ
て
、
と
て
も
き
れ
い
な
モ
ス
ク
で
す
。
ザ
イ
ナ
ブ
と
い
う

人
は
ア
リ
ー
の
娘
で
、
ム
ハ
ン
マ
ド
の
孫
娘
に
な
り
ま
す
。
カ

イ
ロ
に
は
、
も
う
ひ
と
つ
の
﹁
フ
サ
イ
ン
廟
﹂
も
あ
り
ま
す
。

イ
ラ
ク
の
フ
セ
イ
ン
廟
の
人
と
同
じ
人
物
の
廟
で
、
カ
イ
ロ
に
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は
頭
が
あ
っ
て
イ
ラ
ク
に
は
胴
体
が
あ
り
ま
す
。
ど
う
し
て

そ
う
な
っ
た
か
と
い
う
話
は
、
後
ほ
ど
ご
説
明
し
た
い
と
思

い
ま
す
。

　

エ
ジ
プ
ト
に
は
﹁
ア
フ
マ
ド
・
バ
ダ
ウ
ィ
ー
廟
﹂
が
あ
り
、

そ
の
西
の
北
ア
フ
リ
カ
の
ほ
う
に
﹁
ア
ブ
ー
・
マ
ド
ヤ
ン
廟
﹂

が
あ
り
ま
す
。
カ
イ
ロ
の
北
東
の
ダ
マ
ス
カ
ス
︵
シ
リ
ア
︶
に

は
、﹁
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
廟
﹂
が
あ
り
ま
す
。
３
人
と
も
、

有
名
な
ス
ー
フ
ィ
ー
で
す
。

　

私
は
以
前
、
ダ
マ
ス
カ
ス
に
行
き
ま
し
て
、
イ
ブ
ン
・
ア

ラ
ビ
ー
︵
１
１
６
５
～
１
２
４
０
年
︶
に
つ
い
て
も
少
し
調
べ
た

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
人
は
、
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
を
代
表
す

る
神
秘
哲
学
者
で
、
ス
ー
フ
ィ
ー
教
団
の
開
祖
と
か
で
は
な

く
、
い
つ
も
思
索
に
ふ
け
っ
て
い
る
タ
イ
プ
の
人
で
し
た
。

ス
ペ
イ
ン
に
生
ま
れ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
を
遍
歴
し
て
、

最
後
は
ダ
マ
ス
カ
ス
に
住
み
ま
し
た
。
彼
は
、
世
界
を
神
の

自
己
顕
現
と
見
る
﹁
存
在
一
性
論
﹂
と
い
う
理
論
を
唱
え
ま

し
た
。﹁
神
と
世
界
の
存
在
は
一
つ
で
す
﹂
と
言
っ
た
の
で
す
。

神
は
﹁
存
在
﹂
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
、
本
当
に
未
分
化

の
ま
っ
さ
ら
な
状
態
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
名
付
け
ら
れ

青柳かおる著『面白いほどよくわかるイスラーム』（日本文芸社）より
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な
い
存
在
が
分
節
化
し
て
自
己
顕
現
し
た
も
の
が
、
こ
の
現
象

界
で
あ
る

│
こ
れ
が
﹁
存
在
一
性
論
﹂
と
い
う
理
論
で
、
神

と
世
界
は
表
裏
一
体
だ
と
い
う
わ
け
で
す
。﹁
神
と
世
界
は
隔
絶

し
て
い
て
、
ま
っ
た
く
違
う
の
だ
﹂
と
い
う
考
え
の
人
た
ち
と

は
対
立
し
、
結
構
批
判
を
受
け
ま
し
た
が
、
す
ご
く
人
気
が
あ

る
考
え
方
で
し
た
。

　

そ
の
よ
う
な
理
論
を
考
え
た
の
が
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
と
い

う
神
秘
哲
学
者
で
す
。
ダ
マ
ス
カ
ス
に
、
カ
シ
オ
ン
山
と
い
う

山
が
あ
っ
て
、
そ
の
中
腹
に
彼
の
廟
は
あ
り
ま
し
た
。
廟
の
周

辺
は
、
ま
っ
た
く
ア
メ
リ
カ
ナ
イ
ズ
さ
れ
て
い
な
い
し
、
ア
ル

フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
看
板
な
ど
も
な
く
て
全
部
ア
ラ
ビ
ア
語
だ
っ
た

り
し
て
、
何
と
な
く
昔
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
感
じ
で
す
。
シ
リ

ア
と
い
う
の
は
こ
ん
な
感
じ
の
場
所
が
多
い
よ
う
で
す
。

　

廟
も
、
外
見
は
そ
ん
な
に
き
れ
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
中

は
結
構
き
れ
い
で
し
た
。
中
に
入
る
と
ま
ず
モ
ス
ク
が
あ
り
ま

す
。
柱
が
た
く
さ
ん
あ
り
、
天
井
は
ド
ー
ム
で
は
な
く
て
平
た

い
普
通
の
天
井
で
、
シ
ャ
ン
デ
リ
ア
が
あ
り
、
床
に
絨
毯
が
敷

い
て
あ
る
。
こ
ん
な
モ
ス
ク
が
ア
ラ
ブ
地
域
に
は
多
い
で
す
ね
。

少
し
奥
に
入
る
と
、
正
面
の
壁
に
く
ぼ
み
が
あ
り
ま
す
が
、
こ

れ
は
﹁
ミ
フ
ラ
ー
ブ
︵
聖
龕
︶﹂
と
い
っ
て
、
メ
ッ
カ
の
方
角
を

示
し
て
い
ま
す
。
そ
の
隣
に
は
、﹁
ミ
ン
バ
ル
﹂
と
呼
ば
れ
る
説

教
壇
が
あ
り
ま
す
。
金
曜
礼
拝
の
と
き
に
、
こ
こ
か
ら
説
教
師

が
皆
に
説
教
す
る
わ
け
で
す
。
こ
の
２
つ
は
ど
ん
な
モ
ス
ク
に

も
必
ず
あ
り
ま
す
。

　

さ
て
、
写
真
は
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
の
廟
で
す
。
緑
色
の
ガ

ラ
ス
ケ
ー
ス
に
ア
ラ
ビ
ー
の
棺
が
入
っ
て
い
ま
す
。
ケ
ー
ス
の

周
り
に
は
、
男
性
エ
リ
ア
と
女
性
エ
リ
ア
が
あ
り
ま
す
。
私
が

行
っ
た
と
き
に
は
、
ど
ち
ら
に
も
５
、
６
人
ぐ
ら
い
の
人
が
来

て
い
ま
し
た
。
座
っ
て
い
る
人
も
い
る
し
、
立
っ
て
い
る
人
も

い
ま
す
。
本
を
読
ん
だ
り
、
願
い
事
を
し
た
り
、
瞑
想
し
た
り
、

静
か
に
過
ご
し
て
い
る
人
が
い
ま
す
。

　

聖
者
廟
に
は
、
ス
ー
フ
ィ
ー
に
限
ら
ず
い
ろ
い
ろ
な
バ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
の
人
た
ち
の
お
墓
が
あ
り
ま
す
。
カ
イ
ロ
に
は
﹁
死
者

の
街
﹂
と
い
う
一
大
参
詣
地
が
あ
っ
て
、
カ
リ
フ
と
か
ス
ー

フ
ィ
ー
と
か
い
ろ
い
ろ
な
有
名
人
の
お
墓
が
、
た
く
さ
ん
集
ま

っ
て
い
る
エ
リ
ア
で
す
。﹁
聖
者
廟
群
﹂
で
す
ね
。
い
ま
は
、ち
ょ

っ
と
ス
ラ
ム
街
の
よ
う
に
な
っ
て
い
て
、
行
っ
て
み
る
と
、
観

光
客
は
だ
れ
も
い
な
い
と
い
う
状
態
で
し
た
。
参
詣
に
来
て
い



187

「東洋学術研究」第51巻第１号

イスラーム神秘主義（スーフィズム）の思想と実践

る
人
ぐ
ら
い
し
か
い
な
く
て
、
日
本
人
に
は
ま
ず
会
わ
な
い
と

い
う
感
じ
で
す
。

　

場
所
が
全
く
変
わ
り
ま
す
が
、
中
央
ア
ジ
ア
の
サ
マ
ル
カ
ン

ド
︵
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
︶
に
聖
者
廟
群
が
あ
っ
て
、
そ
の
ひ
と
つ

に
﹁
ク
サ
ー
ム
・
イ
ブ
ン
・
ア
ッ
バ
ー
ス
廟
﹂
が
あ
り
ま
す
。

ク
サ
ー
ム
と
い
う
人
は
ム
ハ
ン
マ
ド
の
い
と
こ
で
、
中
央
ア
ジ

ア
の
ジ
ハ
ー
ド
に
行
っ
て
亡
く
な
っ
た
と
い
う
人
物
で
す
。
中

央
ア
ジ
ア
と
か
イ
ラ
ン
の
建
築
は
大
体
、
入
口
が
四
角
く
て
、

後
ろ
に
ド
ー
ム
が
あ
る
タ
イ
プ
が
多
い
で
す
が
、
こ
の
廟
も
そ

う
で
す
。シ

ー
ア
派
の
「
イ
マ
ー
ム
（
指
導
者
）
廟
」

　

さ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
タ
イ
プ
の
聖
者
の
お
墓
を
紹
介
し
て
き

ま
し
た
が
、
次
に
別
扱
い
と
し
て
、シ
ー
ア
派
の
﹁
イ
マ
ー
ム
廟
﹂

に
つ
い
て
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
聖
者
廟
と
し
て
は
、

ど
う
し
て
も
触
れ
ざ
る
を
え
な
い
も
の
で
す
。
イ
マ
ー
ム
と
い

う
の
は
シ
ー
ア
派
の
指
導
者
の
こ
と
で
、
ア
リ
ー
と
そ
の
子
孫

の
こ
と
で
す
。
シ
ー
ア
派
の
人
も
、
も
ち
ろ
ん
聖
者
廟
に
行
き

ま
す
が
、
シ
ー
ア
派
は
イ
マ
ー
ム
の
墓
が
大
事
で
、
ス
ー
フ
ィ
ー

イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
廟
内
陣
。
棺
を
包
む
ケ
ー
ス
は
緑
色
（
講
師
撮
影
）



188

な
ど
の
聖
者
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
眼
中
に
な
い
わ
け
で
す
。

　

実
は
、
イ
マ
ー
ム
廟
は
ほ
と
ん
ど
イ
ラ
ク
に
あ
っ
て
、
イ

ラ
ン
に
は
少
し
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
も
と
も
と
シ
ー
ア
派
の

本
拠
地
は
イ
ラ
ク
に
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
い
ま
は
﹁
イ
ラ
ン

が
シ
ー
ア
派
﹂
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
か
と
思
い
ま
す
が
、

イ
ラ
ン
が
シ
ー
ア
派
に
な
っ
た
の
は
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
︵
１
５

０
１
～
１
７
３
６
年
︶
が
で
き
て
か
ら
で
、
昔
は
、
イ
ラ
ン
は

ス
ン
ナ
派
で
し
た
。
で
す
か
ら
、
イ
マ
ー
ム
の
お
墓
も
大
体

イ
ラ
ク
に
あ
っ
て
、
特
に
有
名
な
の
が
、
ナ
ジ
ャ
フ
の
﹁
ア

リ
ー
廟
﹂
と
、
カ
ル
バ
ラ
ー
の
﹁
フ
サ
イ
ン
廟
﹂
で
す
。
お

父
さ
ん
と
息
子
︵
ム
ハ
ン
マ
ド
の
娘
婿
と
孫
︶
の
御
廟
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
ね
。

　
﹁
ア
リ
ー
廟
﹂
は
入
口
が
金
色
で
、
や
は
り
四
角
く
、
後
ろ

が
ド
ー
ム
に
な
っ
て
い
ま
す
。
中
が
緑
色
で
キ
ラ
キ
ラ
し
て

い
て
、
と
て
も
き
れ
い
で
す
。
棺
も
緑
色
で
す
。

　

カ
ル
バ
ラ
ー
の
﹁
フ
サ
イ
ン
廟
﹂
に
は
、
彼
の
胴
体
が
あ

る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
カ
イ
ロ
の
﹁
フ
サ
イ
ン
廟
﹂
に
は

頭
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
ね
。
ど
う
し
て
分
か
れ
て
し

ま
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
フ
サ
イ
ン
は
も
と
も
と
メ
デ
ィ
ナ

第３代イマームであるフサインの墓廟があるモスク（イラク・カルバラー）
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に
住
ん
で
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
イ
ラ
ク
の
ク
ー
フ
ァ
と
い
う

街
の
シ
ー
ア
派
が
、
ウ
マ
イ
ヤ
朝
に
対
し
て
反
乱
を
起
こ
す
か

ら
来
て
く
だ
さ
い
と
要
請
す
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
、
フ
サ
イ

ン
は
出
か
け
て
行
き
ま
し
た
が
、
途
中
で
、
ウ
マ
イ
ヤ
朝
の
軍

隊
に
包
囲
さ
れ
、
殺
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
場
所
が
カ

ル
バ
ラ
ー
で
す
。
フ
サ
イ
ン
は
殺
さ
れ
て
首
を
切
ら
れ
、
胴
体

は
こ
の
カ
ル
バ
ラ
ー
に
埋
葬
さ
れ
た
の
で
す
。
首
は
ど
う
し
た

か
と
い
う
と
、
ダ
マ
ス
カ
ス
に
持
っ
て
行
か
れ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
と
い
う
の
は
、
ダ
マ
ス
カ
ス
が
ウ
マ
イ
ヤ
朝
の
首
都
で
し

た
が
、
そ
こ
に
カ
リ
フ
の
ヤ
ジ
ー
ド
と
い
う
人
が
い
て
、
彼
が

﹁
フ
サ
イ
ン
の
首
を
実
検
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
﹂
と
い
う
の
で
、

持
っ
て
行
か
れ
た
わ
け
で
す
。
実
検
が
終
わ
っ
た
後
は
、﹁
ウ
マ

イ
ヤ
・
モ
ス
ク
﹂
に
ず
っ
と
置
か
れ
て
い
た
の
で
す
が
、そ
の
後
、

10
世
紀
に
、
北
ア
フ
リ
カ
で
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
朝
︵
９
０
９
～
１
１

７
１
年
︶
と
い
う
シ
ー
ア
派
の
王
朝
が
で
き
て
、
そ
の
人
た
ち
が
、

フ
サ
イ
ン
の
首
を
ダ
マ
ス
カ
ス
か
ら
、
王
朝
の
首
都
カ
イ
ロ
に

移
し
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
今
は
、
カ
イ
ロ
の
﹁
フ
サ
イ
ン
廟
﹂

の
ほ
う
に
頭
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、
ダ
マ
ス
カ
ス
の
﹁
ウ
マ
イ
ヤ
・
モ
ス
ク
﹂
は
、

も
と
も
と
キ
リ
ス
ト
教
の
教
会
で
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
洗

礼
を
授
け
た
﹁
洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
﹂
の
お
墓
が
あ
る
こ
と
で
有
名

で
す
。
ま
た
、
ウ
マ
イ
ヤ
・
モ
ス
ク
の
隣
に
は
、
十
字
軍
と
戦

っ
た
英
雄
サ
ラ
デ
ィ
ン
の
お
墓
が
あ
り
ま
す
。

「
神
と
の
合
一
」
へ
神
秘
修
行
の
階
段

　

次
に
、﹁
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
の
実
践
そ
の
２
﹂
と
し
て
、
神
秘
修

行
の
ほ
う
に
移
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

先
ほ
ど
、﹁
思
想
と
歴
史
﹂
の
と
こ
ろ
で
、
ス
ー
フ
ィ
ー
と
ウ

ラ
マ
ー
が
和
解
し
た
と
い
う
話
を
し
ま
し
た
が
、
そ
の
結
果
、

だ
れ
も
が
お
お
っ
ぴ
ら
に
修
行
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

ど
う
す
れ
ば
﹁
フ
ァ
ナ
ー
﹂、
神
と
の
合
一
に
至
れ
る
の
か
、
な

か
に
は
そ
れ
を
本
に
書
く
人
も
出
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
残
っ

て
い
る
の
で
、
私
た
ち
は
知
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
。

　
﹁
神
秘
階
梯
﹂︵
マ
カ
ー
マ
ー
ト
︶

│
神
秘
的
な
階
段
の
こ
と

で
す
が
、
そ
う
い
う
階
梯
を
一
段
一
段
、
上
っ
て
い
っ
て
、
フ

ァ
ナ
ー
に
至
る
わ
け
で
す
。
い
ろ
い
ろ
な
修
行
方
法
が
あ
っ
て
、

あ
る
ス
ー
フ
ィ
ー
に
よ
れ
ば
次
の
よ
う
な
順
番
で
や
る
の
だ
と

い
い
ま
す
。
ま
ず
﹁
悔
悟
﹂

│
悔
い
改
め
て
﹁
自
分
は
ス
ー
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フ
ィ
ー
と
し
て
生
き
て
い
く
の
だ
﹂
と
心
を
入
れ
か
え
る
。
そ

こ
か
ら
始
め
て
﹁
禁
欲
﹂﹁
清
貧
﹂﹁
謙
虚
﹂﹁
誠
実
﹂﹁
満
足
﹂、

一
歩
一
歩
、
こ
う
い
う
状
態
に
至
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
き
ま

す
。
最
終
的
に
は
、
フ
ァ
ナ
ー
を
目
指
し
て
、
心
を
神
に
集
中

す
る
修
行
を
お
こ
な
い
ま
す
。

　

そ
の
修
行
は
大
き
く
分
け
る
と
２
つ
あ
り
ま
す
。
ひ
と
つ
は

﹁
ズ
ィ
ク
ル
﹂
と
い
う
修
行
で
す
。
こ
れ
は
、
一
定
の
短
い
唱
句

を
繰
り
返
し
ま
す
。﹁
ア
ッ
ラ
ー
﹂
と
い
う
名
前
を
含
ん
だ
短
い

文
句
を
何
度
も
何
度
も
繰
り
返
し
て
口
で
唱
え
る
と
い
う
修
行

で
す
。
も
う
ひ
と
つ
は
﹁
サ
マ
ー
︵
セ
マ
ー
︶﹂
と
い
う
修
行
で
、

こ
れ
は
口
で
唱
え
る
だ
け
で
は
な
く
、
歌
舞
音
曲
で
す
ね
、
つ

ま
り
音
楽
と
か
踊
り
を
伴
う
修
行
で
す
。
日
本
語
だ
と
﹁
旋
回

舞
踊
﹂
と
か
、﹁
ス
ー
フ
ィ
ー
・
ダ
ン
ス
﹂
と
訳
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

先
ほ
ど
、
ス
ー
フ
ィ
ー
教
団
が
い
ろ
い
ろ
で
き
た
と
申
し
上

げ
ま
し
た
が
、
教
団
ご
と
に
独
自
の
修
行
方
法
が
あ
り
ま
し
て
、

ズ
ィ
ク
ル
を
や
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
れ
ば
、
サ
マ
ー
を
や
っ

て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
し
、
ズ
ィ
ク
ル
に
も
サ
マ
ー
に
も
、
い

ろ
い
ろ
と
種
類
が
あ
り
ま
す
。

ズ
ィ
ク
ル
：
唱
句
を
繰
り
返
し
て
神
を
想
起

　

ま
ず
﹁
ズ
ィ
ク
ル
﹂
で
す
が
、ア
ラ
ビ
ア
語
で
は
﹁
想
起
す
る
﹂、

直
訳
す
る
と
﹁
思
い
出
す
﹂
と
い
う
意
味
で
す
。
唱
句
を
繰
り

返
し
て
、
神
を
思
い
出
す
と
い
う
こ
と
で
す
。
一
切
の
雑
念
を

振
り
払
っ
て
、
ひ
た
す
ら
短
い
祈
祷
句
を
唱
え
ま
す
。

　

た
と
え
ば
、﹁
ア
ッ
ラ
ー
、
ア
ッ
ラ
ー
﹂、﹁
神
よ
、
神
よ
﹂
と

唱
え
る
。
他
に
は
﹁
ラ
ー
・
イ
ラ
ー
ハ
・
イ
ッ
ラ
ー
・
ア
ッ

ラ
ー
﹂
と
い
う
言
葉
を
唱
え
た
り
し
て
い
ま
す
。
最
初
の
﹁
ラ
ー
﹂

と
い
う
の
は
否
定
の
﹁
ノ
ー
﹂、﹁
な
い
﹂
と
い
う
こ
と
で
す
。﹁
イ

ラ
ー
ハ
﹂
は
神
で
す
か
ら
、﹁
神
は
な
い
﹂
と
い
う
意
味
で
す
。

次
の
﹁
イ
ッ
ラ
ー
﹂
は
﹁
そ
れ
以
外
に
は
﹂
と
い
う
意
味
で
す
。

﹁
ア
ッ
ラ
ー
﹂
は
、
神
を
意
味
す
る
﹁
イ
ラ
ー
フ
﹂
に
定
冠
詞
の

﹁
ア
ル
﹂

│
英
語
で
い
え
ば
﹁
ザ
﹂
が
付
い
た
も
の
で
、﹁
ザ
・

ゴ
ッ
ド
﹂、
要
す
る
に
﹁
唯
一
神
﹂
の
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
﹁
イ

ッ
ラ
ー
・
ア
ッ
ラ
ー
﹂
で
﹁
唯
一
神
の
他
に
は
神
は
な
い
﹂
と

い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。

　

そ
う
い
う
言
葉
を
何
度
も
何
度
も
唱
え
る
の
が
﹁
ズ
ィ
ク
ル
﹂

で
、
一
人
で
部
屋
に
こ
も
っ
て
や
る
こ
と
も
あ
る
し
、
道
場
に
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行
っ
て
皆
で
お
こ
な
う
場
合
も
あ
り
ま
す
。
皆
で
立
っ
た
ま
ま

円
陣
を
つ
く
っ
て
向
か
い
合
い
、
唱
え
る
教
団
も
あ
り
ま
す
。

　

実
際
、
ど
う
い
う
感
じ
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
井
筒
俊
彦

先
生
が
﹃
イ
ス
ラ
ー
ム
哲
学
の
原
像
﹄︵
岩
波
新
書
︶
で
書
い
て

い
ら
っ
し
ゃ
る
の
を
要
約
し
て
紹
介
し
ま
す
。

　

│
身
体
と
心
を
清
浄
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
修
行
者
は
薄
暗

い
静
か
な
部
屋
に
入
っ
て
香
を
た
き
、
あ
ぐ
ら
を
組
ん
で
坐
り

ま
す
。
そ
し
て
、﹁
ラ
ー
・
イ
ラ
ー
ハ
︵
神
は
な
い
︶﹂
と
前
半
部

分
を
ゆ
っ
く
り
唱
え
ま
す
。
唱
え
る
際
に
、
意
識
の
集
中
点
を

体
の
い
ろ
い
ろ
な
特
定
の
部
位
に
定
め
て
、
そ
れ
を
だ
ん
だ
ん

と
移
し
て
い
き
ま
す
。
最
初
に
﹁
ラ
ー
﹂
と
発
音
し
ま
す
が
、

そ
の
と
き
は
、
左
の
胸
の
先
端
の
と
こ
ろ
か
ら
、
強
く
押
さ
え

な
が
ら
、
下
か
ら
上
へ
押
し
上
げ
る
よ
う
に
﹁
ラ
ー
﹂
と
発
音

し
ま
す
。
次
に
﹁
イ
ラ
ー
ハ
﹂
と
発
音
す
る
と
き
に
は
、
意
識

の
集
中
点
は
、
左
の
胸
か
ら
右
肩
あ
た
り
ま
で
き
て
い
る
と
い

い
ま
す
。
右
の
肩
か
ら
後
ろ
側
に
投
げ
出
す
よ
う
な
気
持
ち
で

﹁
イ
ラ
ー
ハ
﹂
と
唱
え
、
た
だ
ち
に
後
半
の
﹁
イ
ッ
ラ
ー
・
ア
ッ

ラ
ー
﹂
と
い
う
部
分
に
移
り
ま
す
が
、
今
度
は
右
肩
の
ほ
う
か

ら
最
初
の
左
胸
の
ほ
う
に
ま
た
意
識
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
移
し
な

が
ら
﹁
イ
ッ
ラ
ー
﹂
と
言
い
ま
す
。
そ
し
て
移
り
き
っ
た
ら
、

最
後
に
﹁
ア
ッ
ラ
ー
﹂
と
い
う
言
葉
を
、
力
を
込
め
て
、
あ
た

か
も
ハ
ン
マ
ー
で
杭
を
打
ち
込
む
よ
う
な
気
合
で
、
自
分
の
心

臓
の
ま
っ
た
だ
な
か
に
打
ち
込
み
ま
す
。
最
後
の
﹁
ア
ッ
ラ
ー
﹂

と
い
う
言
葉
は
特
に
心
を
込
め
て
唱
え
ま
す

│
こ
ん
な
ふ
う

に
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

修
行
の
過
程
は
何
日
も
続
き
、
人
に
よ
っ
て
は
何
年
も
続
け

る
と
い
う
大
変
な
修
行
で
す
。
た
だ
、
音
楽
も
ま
じ
え
て
の
ズ
ィ

ク
ル
も
あ
り
、
そ
う
い
う
動
画
な
ど
を
見
て
い
る
か
ぎ
り
で
は

楽
し
い
感
じ
に
聞
こ
え
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

サ
マ
ー
：
旋
回
す
る
「
ス
ー
フ
ィ
ー
・
ダ
ン
ス
」

　

次
に
﹁
サ
マ
ー
︵
セ
マ
ー
︶﹂
で
す
。﹁
ス
ー
フ
ィ
ー
・
ダ
ン
ス
﹂

と
も
訳
さ
れ
ま
す
が
、
ア
ラ
ビ
ア
語
で
サ
マ
ー
と
い
う
の
は
﹁
聞

く
こ
と
﹂
で
、
も
と
も
と
は
﹁
音
楽
﹂
と
い
う
意
味
で
す
。
歌

と
か
音
楽
だ
け
と
い
う
の
も
あ
り
ま
す
が
、
く
る
く
る
回
る
と

旋
回
舞
踊
を
伴
う
こ
と
も
多
く
、
道
場
に
集
ま
っ
て
集
団
で
お

こ
な
う
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。

　

フ
ァ
ナ
ー
に
至
る
た
め
、
恍
惚
状
態
に
陥
る
た
め
の
有
効
な
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手
段
と
し
て
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
の
初
期
か
ら
広
く
行
わ
れ
て
き
ま

し
た
。
そ
の
様
子
を
描
い
た
ミ
ニ
ア
チ
ュ
ー
ル
︵
細
密
画
︶
が
残

っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
が
わ
か
り
ま
す
。
た
だ
、
歌
と
か
音
楽

と
か
踊
り
と
い
う
の
は
修
行
者
の
堕
落
を
招
く
と
い
う
の
で
、

サ
マ
ー
を
や
っ
て
い
い
の
か
悪
い
の
か
賛
否
両
論
の
議
論
が
起

き
ま
し
た
。
イ
ス
ラ
ー
ム
法
的
に
は
﹁
や
ら
な
い
ほ
う
が
い
い

行
為
﹂
に
、サ
マ
ー
は
分
類
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、ガ
ザ
ー
リ
ー

が
何
と
言
っ
た
か
と
い
う
と
、﹃
宗
教
諸
学
の
再
興
﹄
の
﹁
サ
マ
ー

の
章
﹂
を
読
ん
で
み
る
と
、
初
心
者
に
と
っ
て
は
、
サ
マ
ー
は

有
害
だ
が
、
も
っ
と
修
行
が
進
ん
だ
者
に
と
っ
て
は
、
忘
我
状

態
に
至
る
た
め
に
サ
マ
ー
は
有
効
で
あ
る
と
書
い
て
い
ま
す
。

そ
れ
で
、
や
っ
て
は
い
け
な
い
と
言
っ
て
い
る
人
も
い
た
け
れ

ど
も
、
禁
止
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
結
局
ず
っ
と
続
い
て
き
た
わ

け
で
す
。

　

２
０
０
３
年
に
カ
イ
ロ
に
行
っ
た
と
き
で
す
が
、﹁
ス
ー

フ
ィ
ー
・
ダ
ン
ス
﹂
を
﹁
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ア
リ
ー
・
モ
ス
ク
﹂

で
や
っ
て
い
ま
し
た
。
７
時
に
開
演
す
る
と
い
う
の
で
６
時
過

ぎ
に
行
く
と
、
待
合
室
に
案
内
さ
れ
ま
し
た
。
席
は
自
由
席
で

す
。
ま
ず
太
鼓
や
笛
の
楽
器
演
奏
が
始
ま
っ
て
、
そ
れ
が
終
わ

る
と
今
度
は
踊
り
手
さ
ん
が
登
場
し
ま
す
。
最
初
は
黄
色
い
服

を
着
た
人
が
出
て
き
て
、
次
に
赤
と
か
黄
色
と
か
緑
の
カ
ラ
フ

ル
な
衣
装
を
着
た
踊
り
手
が
登
場
し
、
く
る
く
る
と
す
ご
い
速

さ
で
回
り
ま
す
。
旋
回
す
る
様
子
が
よ
く
わ
か
る
よ
う
に
、
踊

り
手
が
ズ
ボ
ン
の
上
に
ス
カ
ー
ト
を
は
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
、

こ
の
踊
り
の
こ
と
を
﹁
ス
カ
ー
ト
﹂
を
意
味
す
る
ア
ラ
ビ
ア
語

の
﹁
タ
ン
ヌ
ー
ラ
﹂
と
呼
ん
で
い
る
よ
う
で
す
。
こ
の
ス
カ
ー

ト
は
３
枚
く
ら
い
重
ね
て
付
け
て
い
て
、
取
り
外
し
で
き
ま
す
。

外
し
た
ス
カ
ー
ト
を
手
に
持
っ
て
、
く
る
く
る
回
る
わ
け
で
す
。

　

ど
こ
か
ら
こ
の
踊
り
が
入
っ
て
来
た
の
か
、
あ
る
エ
ジ
プ
ト

研
究
者
に
聞
い
た
ら
、﹁
多
分
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
と
き
に
、
ト

ル
コ
か
ら
エ
ジ
プ
ト
に
入
っ
て
来
た
の
で
は
な
い
か
﹂
と
い
う

お
話
で
し
た
。

メ
ヴ
レ
ヴ
ィ
ー
教
団
と
開
祖
ル
ー
ミ
ー

　

最
後
に
、
こ
れ
ま
で
話
し
て
き
た
要
素
が
ギ
ュ
ッ
と
全
部
詰

ま
っ
て
い
る
例
と
し
て
﹁
メ
ヴ
レ
ヴ
ィ
ー
教
団
﹂
の
お
話
を
し

た
い
と
思
い
ま
す
。
ス
ー
フ
ィ
ー
教
団
と
聖
者
廟
と
旋
回
舞
踊

と
い
う
３
つ
の
複
合
的
な
要
素
が
、
こ
の
教
団
に
詰
ま
っ
て
い
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る
の
で
す
。

　

教
団
の
開
祖
は
、
ル
ー
ミ
ー
︵
１
２
０
７
～
１
２
７
３
年
︶
と
い

う
人
物
で
す
。
ペ
ル
シ
ャ
語
で
神
秘
的
な
詩
を
た
く
さ
ん
書
い

た
人
で
、﹁
ペ
ル
シ
ャ
文
学
史
上
、
最
大
の
神
秘
主
義
詩
人
﹂
と

さ
れ
、
も
ち
ろ
ん
ス
ー
フ
ィ
ー
聖
者
で
す
。
音
楽
を
愛
し
た
人

だ
っ
た
そ
う
で
す
。

　

生
ま
れ
た
の
は
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
で
す
が
、
放
浪
の
末
、
ト

ル
コ
の
コ
ニ
ヤ
︵
コ
ン
ヤ
︶
と
い
う
町
に
住
み
ま
し
た
。
ト
ル
コ

の
あ
る
﹁
ア
ナ
ト
リ
ア
︵
小
ア
ジ
ア
︶﹂
は
、
当
時
、
ア
ラ
ビ
ア

語
で
﹁
ル
ー
ム
﹂
と
い
わ
れ
て
い
ま
し
た
。﹁
ル
ー
ム
の
人
﹂
と

い
う
意
味
で
ル
ー
ミ
ー
と
呼
ば
れ
た
わ
け
で
す
。

　

あ
る
と
き
、
こ
の
町
を
、
シ
ャ
ム
ス
・
タ
ブ
リ
ー
ズ
と
い
う

放
浪
の
ス
ー
フ
ィ
ー
が
訪
れ
ま
す
。
ル
ー
ミ
ー
は
心
酔
し
、
彼

の
こ
と
ば
か
り
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ル
ー

ミ
ー
は
説
教
師
を
し
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
れ
も
辞
め
ま
す
。

学
生
た
ち
へ
の
講
義
や
弟
子
の
指
導
も
放
棄
し
て
、
シ
ャ
ム
ス

を
追
い
か
け
、
日
夜
仕
え
ま
し
た
。
シ
ャ
ム
ス
か
ら
イ
ン
ス
ピ

レ
ー
シ
ョ
ン
を
得
て
、
詩
の
才
能
も
開
花
し
た
そ
う
で
す
。
と

こ
ろ
が
、
あ
る
時
、
師
で
あ
る
シ
ャ
ム
ス
が
失
踪
し
て
し
ま
い

ま
す
。
ル
ー
ミ
ー
の
周
囲
の
人
た
ち
が
妬
ん
で
殺
し
た
と
い
う

説
も
あ
り
ま
す
が
、
と
に
か
く
い
な
く
な
っ
た
わ
け
で
す
。
ル
ー

ミ
ー
は
シ
ャ
ム
ス
を
捜
し
回
り
ま
し
た
が
、
見
つ
か
り
ま
せ
ん
。

結
局
、
ル
ー
ミ
ー
は
﹁
シ
ャ
ム
ス
は
自
分
の
中
に
生
き
て
い
る

ん
だ
﹂
と
思
い
直
し
、
そ
の
後
、
ま
す
ま
す
詩
作
と
か
、
音
楽

と
か
、
舞
踊
に
専
念
す
る
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。
お
墓
で

あ
る
﹁
ル
ー
ミ
ー
廟
﹂
が
今
も
コ
ニ
ヤ
に
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
ル
ー
ミ
ー
を
開
祖
と
仰
い
で
創
設
さ
れ
た
ス
ー
フ
ィ
ー

教
団
が
﹁
メ
ヴ
レ
ヴ
ィ
ー
教
団
﹂
で
す
。
ル
ー
ミ
ー
の
尊
称
を

﹁
メ
ヴ
ラ
ー
ナ
ー
﹂
と
い
っ
て
﹁
我
ら
の
師
﹂
と
い
う
意
味
で
す

が
、
メ
ヴ
ラ
ー
ナ
ー
か
ら
メ
ヴ
レ
ヴ
ィ
ー
と
い
う
言
葉
が
で
き

ま
し
た
。
ル
ー
ミ
ー
が
生
き
て
い
る
と
き
か
ら
あ
り
ま
し
た
が
、

息
子
の
ス
ル
タ
ン
・
ワ
ラ
ド
が
整
備
し
た
そ
う
で
す
。

　

教
団
は
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
上
流
階
級
に
広
が
っ
て
、
保
護

を
受
け
、
栄
え
た
の
で
す
が
、
１
９
２
３
年
に
ト
ル
コ
共
和
国

が
成
立
す
る
と
、
イ
ス
ラ
ー
ム
を
政
治
か
ら
切
り
離
す
こ
と
を

主
眼
と
し
た
政
教
分
離
政
策
が
打
ち
出
さ
れ
、
ス
ー
フ
ィ
ー
教

団
は
閉
鎖
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
メ
ヴ
レ
ヴ
ィ
ー
教
団
も
解
散

さ
せ
ら
れ
て
、
そ
の
音
楽
も
禁
止
さ
れ
ま
し
た
。
今
も
そ
の
原
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則
は
続
い
て
い
ま
す
が
、
メ
ヴ
レ
ヴ
ィ
ー
教
団
の
﹁
旋
回
舞
踊
﹂

は
お
こ
な
わ
れ
て
い
て
、
大
衆
の
支
持
を
得
て
い
ま
す
。
ど
う

い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、﹁
こ
れ
は
ト
ル
コ
の
文
化
遺
産
で
あ
る
﹂

﹁
伝
統
芸
能
で
あ
る
﹂
と
い
う
こ
と
で
許
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

で
す
か
ら
、ス
ー
フ
ィ
ー
が
踊
っ
て
い
る
と
は
い
わ
な
い
で
、﹁
ト

ル
コ
の
伝
統
芸
能
を
や
っ
て
い
る
ん
で
す
﹂
と
説
明
し
て
、
国

家
の
庇
護
を
受
け
、
公
的
な
資
金
で
保
護
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

す
。

　

ト
ル
コ
の
メ
ヴ
レ
ヴ
ィ
ー
教
団
の
旋
回
舞
踊
は
、
２
０
０
７

年
の
夏
に
日
本
で
公
演
が
あ
り
ま
し
た
︵
ル
ー
ミ
ー
生
誕
８
０
０
年

記
念
︶。「

天
体
の
運
行
」
に
合
わ
せ
た
旋
回

　

舞
踊
の
実
際
は
、
ど
ん
な
も
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
50
年
く

ら
い
前
に
、
イ
ギ
リ
ス
人
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
デ
イ
ヴ
ィ
ド
・

ホ
サ
ム
が
﹃
ト
ル
コ
人
﹄︵
邦
訳
は
護
雅
夫
訳
、
み
す
ず
書
房
︶
と

い
う
本
を
書
い
て
い
ま
す
が
、
そ
の
な
か
に
旋
回
舞
踊
の
様
子

が
書
い
て
あ
り
ま
す
。

　

│
メ
ヴ
レ
ヴ
ィ
ー
教
団
長
の
先
導
の
も
と
に
、
16
人
の
デ

メヴレヴィー教団の旋回舞踊（イスタンブールで）
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ル
ヴ
ィ
ー
シ
ュ
︵
ス
ー
フ
ィ
ー
︶
が
広
間
に
入
っ
て
き
ま
す
。
だ

れ
も
が
、
ズ
ィ
ッ
ケ
と
い
う
先
の
細
長
い
植
木
鉢
形
の
帽
子
を

か
ぶ
り
、
フ
ル
カ
と
呼
ば
れ
る
黒
い
ガ
ウ
ン
を
ま
と
っ
て
い
て
、

床
に
坐
り
ま
す
。
伴
奏
の
た
め
に
、
デ
ル
ヴ
ィ
ー
シ
ュ
の
服
装

を
し
た
20
人
ほ
ど
の
楽
士
、
音
楽
隊
が
い
ま
す
。
ネ
イ
と
い
う

葦
笛
が
独
奏
さ
れ
る
と
、
デ
ル
ヴ
ィ
ー
シ
ュ
た
ち
は
立
ち
上
が

り
、
教
団
長
に
導
か
れ
て
、
ま
ず
広
間
を
三
周
し
ま
す
。
そ
し

て
黒
い
ガ
ウ
ン
を
脱
ぎ
捨
て
ま
す
。
す
る
と
、
ス
カ
ー
ト
が
付

い
た
真
っ
白
な
衣
装
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
で
い
よ
い
よ
旋
回
舞

踊
、
ト
ル
コ
語
で
セ
マ
ー
、
ア
ラ
ビ
ア
語
で
サ
マ
ー
を
始
め
る

支
度
が
整
っ
た
わ
け
で
す
。

　

最
初
は
一
人
が
ゆ
る
ゆ
る
と
、
そ
し
て
左
回
り
に
旋
回
し
、

続
い
て
次
の
人
が
回
り
始
め
、
ど
ん
ど
ん
全
員
が
回
る
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。
旋
回
し
て
い
る
間
、
彼
ら
の
両
腕
は
ず
っ

と
伸
ば
さ
れ
た
ま
ま
で
、
右
手
の
掌
は
常
に
上
を
向
け
、
左
手

の
掌
は
下
を
向
い
て
い
ま
す
。

　

旋
回
舞
踊
は
、
神
と
の
合
一
に
至
る
手
段
で
す
が
、
衣
装
に

も
い
ろ
い
ろ
な
意
味
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
黒
い
マ
ン
ト
は

墓
地
を
表
し
て
い
て
、
長
い
帽
子
は
墓
石
を
象
徴
し
て
い
る
。

白
い
衣
装
は
死
者
の
着
る
経

き
ょ
う

帷か
た

子び
ら

を
表
し
て
い
る
そ
う
で
す
。

そ
し
て
、
黒
い
ガ
ウ
ン
を
脱
ぎ
捨
て
た
と
い
う
の
は
死
か
ら
の

蘇
り
で
す
。

　

右
手
の
掌
を
上
に
向
け
て
い
る
の
は
神
か
ら
の
慈
悲
を
天
か

ら
受
け
る
た
め
で
あ
り
、
そ
れ
を
今
度
は
、
下
に
向
け
た
左
手

の
掌
に
よ
っ
て
大
地
に
移
し
与
え
る
の
だ
そ
う
で
す
。
左
回
り

に
回
る
の
は
﹁
天
体
の
運
行
﹂
に
従
っ
て
い
る
と
説
明
さ
れ
て

い
ま
す
。
神
秘
的
合
一
に
至
る
た
め
に
は
﹁
回
る
﹂
と
い
う
動

き
が
最
適
だ
と
い
う
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
は
天
体
の
動
き
を
ま

ね
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
の
で
す
。

　

こ
の
旋
回
舞
踊
の
起
源
は
何
な
の
か
を
調
べ
ま
し
た
が
、
結

局
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
護
雅
夫
先
生
は
、
中
央
ア
ジ
ア
の

遊
牧
騎
馬
民
族
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
旋
回
儀
式
が
入

っ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
リ
ー
ダ
ー

の
汗ハ

ン

を
フ
ェ
ル
ト
の
上
に
乗
せ
て
、
９
回
、
皆
で
回
す
と
い
う

ん
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
そ
の
汗
に
神
が
と
り
つ
く
と
い
う
こ

と
で
、
そ
こ
か
ら
来
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
。
他
に
も
、
木

の
周
り
を
皆
で
グ
ル
グ
ル
回
る
と
、
木
に
神
が
宿
る
と
か
、
自

分
が
回
れ
ば
自
分
に
神
が
宿
っ
た
り
、
回
っ
て
い
る
も
の
に
神
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が
宿
る
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
が
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
あ
る
の

で
、
旋
回
舞
踊
も
そ
こ
か
ら
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

御
意
見
で
す
。

　

た
だ
、
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
に
は
外
か
ら
ア
ッ
ラ
ー
が
宿
る
と
い

う
考
え
は
な
い
わ
け
で
す
。
自
分
の
魂
の
一
番
深
い
と
こ
ろ
に

神
が
現
れ
て
く
る
と
考
え
る
の
で
、
そ
こ
が
ち
ょ
っ
と
違
う
か

な
と
い
う
気
は
し
ま
す
。
た
だ
、
回
る
と
い
う
行
為
に
神
秘
的

な
意
味
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
そ
う
か
も
し
れ
な
い
と
は
思
い

ま
す
が
、
結
局
、
答
は
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
メ
ヴ
レ
ヴ
ィ
ー
教
団
に
お
い
て
は
、
旋

回
舞
踊
と
い
う
修
行
が
﹁
神
と
の
合
一
﹂
の
た
め
に
最
も
適
し

た
方
法
と
し
て
採
用
さ
れ
ま
し
た
。
先
の
エ
ジ
プ
ト
で
も
そ
う

で
す
が
。
そ
し
て
、
そ
の
﹁
回
る
﹂
と
い
う
動
き
が
﹁
天
体
の

動
き
と
同
じ
で
す
よ
﹂
と
い
う
説
明
が
、
た
ぶ
ん
後
か
ら
考
え

ら
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
ど
う
し
て
回

る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
は
ち
ょ
っ
と
わ
か
り
ま
せ
ん
。

　

ち
な
み
に
、﹁
フ
ァ
ナ
ー
﹂
に
至
っ
た
場
合
、
そ
の
意
識
が
ど

れ
く
ら
い
続
く
の
か
と
い
う
と
、
た
い
て
い
は
数
秒
か
ら
数
分

で
終
わ
っ
て
し
ま
う
そ
う
で
す
。
も
っ
と
長
く
続
く
人
も
い
る

よ
う
で
す
が
、
と
も
か
く
、
す
ぐ
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
て
、
ま

た
日
常
の
世
界
に
戻
っ
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ん
で
す
が
、

一
度
フ
ァ
ナ
ー
状
態
を
体
験
し
た
人
は
違
う
そ
う
で
す
。
日
常

に
戻
っ
て
き
て
も
、
す
べ
て
が
神
か
ら
来
て
い
る
の
だ
と
い
う

よ
う
な
見
え
方
が
す
る
と
い
い
ま
す
。
フ
ァ
ナ
ー
状
態
も
大
事

だ
け
れ
ど
も
、
フ
ァ
ナ
ー
か
ら
帰
っ
て
き
た
後
が
す
ご
く
大
事

で
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
こ
う
い
う
合
一
体
験
を
何
度
も

繰
り
返
し
積
ん
で
お
く
と
、
死
ん
だ
後
に
神
様
に
会
え
る
、
神

に
会
う
こ
と
が
容
易
に
な
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

ま
と
め

　

き
ょ
う
は
、
さ
ま
ざ
ま
に
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た

が
、
ま
と
め
ま
す
と
、﹁
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
の
思
想
と
歴
史
﹂
に
つ

い
て
は
、
ま
ず
﹁
禁
欲
主
義
﹂
を
源
流
と
し
て
、﹁
神
へ
の
愛
﹂

│
神
を
愛
し
て
い
る
か
ら
神
と
一
つ
に
な
り
た
い
の
だ
と
い

う
﹁
神
と
の
合
一
﹂
を
目
指
す
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
が
９
世
紀
ご
ろ

に
誕
生
し
ま
し
た
。
も
と
も
と
は
一
部
の
エ
リ
ー
ト
の
運
動
で
、

ウ
ラ
マ
ー
︵
イ
ス
ラ
ー
ム
法
学
者
︶
な
ど
に
は
あ
や
し
い
存
在
だ

と
思
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
ガ
ザ
ー
リ
ー
な
ど
の
努
力
に
よ
っ
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て
ス
ー
フ
ィ
ー
と
ウ
ラ
マ
ー
が
和
解
し
、
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
が
公

認
化
さ
れ
て
大
衆
化
し
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。

　

そ
の
結
果
、ス
ー
フ
ィ
ー
教
団
、タ
リ
ー
カ
が
発
展
し
ま
し
た
。

そ
し
て
、
ス
ー
フ
ィ
ー
聖
者
を
中
心
と
す
る
聖
者
崇
敬
と
聖
者

廟
参
詣
も
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
聖
者
は
ス
ー

フ
ィ
ー
だ
け
に
限
ら
ず
、
い
ろ
い
ろ
な
タ
イ
プ
の
人
が
い
ま
す

が
、
か
な
り
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
と
も
重
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

ズ
ィ
ク
ル
や
サ
マ
ー
の
神
秘
修
行
も
整
備
さ
れ
て
、
い
ろ
い
ろ

な
タ
リ
ー
カ
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
修
行
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

短
時
間
で
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
の
話
を
ま
と
め
ま
し
た
が
、
あ
ま

り
知
ら
れ
て
い
な
い
イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
と
、
そ
れ
に
関
わ

る
実
践
、
た
と
え
ば
聖
者
廟
の
参
詣
と
か
、
ズ
ィ
ク
ル
や
サ
マ
ー

の
修
行
な
ど
が
い
ま
で
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ

と
を
知
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

︵
あ
お
や
ぎ　

か
お
る
／
新
潟
大
学
人
文
学
部
准
教
授
︶

︵
２
０
１
１
年
11
月
７
日
、
東
京
新
宿
区
の
日
本
青
年
館
で

行
わ
れ
た
講
演
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
︶


