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現
代
ス
ン
ナ
派
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
け
る「
正
統
」を
巡
る
解
釈

　

─
シ
リ
ア
と
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
の
宗
教
言
説
を
事
例
に

高
尾
賢
一
郎

１
　
は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
シ
リ
ア
と
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
に
お
い
て
主
流
と
さ

れ
る
イ
ス
ラ
ー
ム
言
説
を
通
し
て
、
現
代
ス
ン
ナ
派
イ
ス
ラ
ー

ム
に
お
け
る
﹁
正
統
﹂
を
巡
る
諸
解
釈
を
眺
め
る
も
の
で
あ
るあ
。

多
く
の
宗
教
的
文
脈
に
お
い
て
、﹁
正
統
︵orthodoxy

︶﹂
は
﹁
異

端
︵heresy

︶﹂
と
の
相
関
関
係
に
基
づ
い
て
成
り
立
つ
。
ま
た
、

例
え
ば
﹃
岩
波
思
想
・
哲
学
事
典
﹄
の
﹁
正
統
と
異
端
﹂
の
項

が
﹁
西
洋
﹂、﹁
イ
ス
ラ
ー
ム
﹂、﹁
イ
ン
ド
﹂、﹁
中
国
﹂
と
分
か

れ
て
執
筆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、﹁
正
統
﹂
と
﹁
異
端
﹂
の
内
容
、

決
定
の
プ
ロ
セ
ス
、
ま
た
位
置
付
け
は
、
地
域
・
宗
教
、
ま
た

時
代
毎
に
大
き
く
異
な
るい
。
さ
ら
に
イ
ス
ラ
ー
ム
に
関
し
て
言

え
ば
、
信
徒
を
統
べ
る
機
関
︵
例
：
総
本
山
︶
や
教
義
に
つ
い
て

審
議
決
定
を
行
う
制
度
︵
例
：
公
会
議
︶
が
存
在
し
な
い
こ
と
が
、

﹁
正
統
﹂
と
﹁
異
端
﹂
の
内
容
や
位
置
付
け
を
よ
り
曖
昧
な
も
の

に
し
て
い
る
面
が
あ
る
。
そ
の
点
を
考
え
れ
ば
、
イ
ス
ラ
ー
ム

に
お
け
る
﹁
正
統
﹂
を
巡
る
解
釈
を
眺
め
る
こ
と
に
ど
れ
ほ
ど

の
意
味
が
あ
る
の
か
、
疑
問
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
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か
し
逆
に
見
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
﹁
正
統
﹂
が
、
イ
ス
ラ
ー
ム

の
地
域
・
時
代
の
文
脈
毎
の
多
様
性
を

─
そ
れ
を
ど
う
評
価

す
る
か
の
問
題
は
さ
て
お
き

─
示
す
も
の
と
な
る
こ
と
は
期

待
で
き
る
。

　

本
稿
で
取
り
上
げ
る
そ
の
﹁
文
脈
﹂
と
は
、
現
代
の
シ
リ
ア

と
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
は
、
両
国
に
お
け

る
﹁
正
統
﹂
解
釈
の
違
い
が
端
的
に
示
さ
れ
る
例
を
出
し
た
い
。

そ
れ
は
い
ず
れ
も
最
高
ム
フ
テ
ィ
ー
︵
イ
ス
ラ
ー
ム
法
に
基
づ
い
た

裁
定
を
下
す
国
家
最
高
位
の
宗
教
学
者
︶
の
職
を
務
め
た
宗
教
権
威う、

サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
の
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ア
ズ
ィ
ー
ズ
・
イ
ブ
ン
・

バ
ー
ズ
︵‘A

bd al-‘A
zīz ibn B

āz

／
１
９
１
０
–９
９
、
在
位
１
９
９

３
–９
９
︶
と
シ
リ
ア
の
ア
フ
マ
ド
・
ク
フ
タ
ー
ロ
ー
︵A

ḥ m
ad 

K
uftārū

／
１
９
１
５
–２
０
０
４
、
在
位
１
９
６
４
–２
０
０
４
︶
が
か

つ
て
交
わ
し
た
、
次
の
会
話
で
あ
る
。

イ
ブ
ン
・
バ
ー
ズ
﹁
あ
な
た
が
ス
ー
フ
ィ
ー
で
あ
り
、
そ

し
て
サ
ラ
フ
ィ
ー
で
あ
る
と
私
は
聞
い
て
い
る
。
そ
れ
ら

は
ど
の
よ
う
に
両
立
す
る
の
か
﹂。

ク
フ
タ
ー
ロ
ー
﹁
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
が
魂
の
清
め
、
つ
ま
り

心
尽
く
し
︵
イ
フ
サ
ー
ン
︶
で
あ
る
な
ら
私
は
ス
ー
フ
ィ
ー

で
あ
る
。
ま
た
サ
ラ
フ
ィ
ー
が
正
し
き
先
人
に
追
従
す
る

者
の
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
我
々
は
皆
、
サ
ラ
フ
ィ
ー
で
あ

る
。
そ
こ
に
争
い
は
な
く
、
我
々
は
た
だ
ア
ッ
ラ
ー
に
つ

い
て
想
う
︹
点
に
お
い
て
共
通
す
るえ
︺﹂。

　

別
の
資
料
に
右
記
の
も
の
と
同
じ
と
思
わ
れ
る
会
話
が
収
め

ら
れ
て
お
り
、
そ
の
内
容
が
若
干
異
な
る
た
め
、
続
い
て
そ
れ

も
引
用
す
る
。

イ
ブ
ン
・
バ
ー
ズ
﹁
あ
な
た
に
つ
い
て
の
矛
盾
し
た
情
報

を
理
解
さ
せ
て
ほ
し
い
。
あ
る
者
は
あ
な
た
を
ス
ー
フ
ィ
ー

と
、
ま
た
あ
る
者
は
あ
な
た
を
サ
ラ
フ
ィ
ー
と
言
う
。
一

体
ど
ち
ら
が
正
し
い
の
か
﹂。

ク
フ
タ
ー
ロ
ー
﹁
ど
ち
ら
も
正
し
い
。
私
は
ス
ー
フ
ィ
ー

で
あ
り
サ
ラ
フ
ィ
ー
で
あ
る
﹂。

イ
ブ
ン
・
バ
ー
ズ
﹁
し
か
し
そ
れ
ら
は
両
立
し
な
い
﹂。

ク
フ
タ
ー
ロ
ー
﹁
私
は
両
立
さ
せ
た
。
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
は

魂
の
清
め
で
あ
り
、
そ
れ
は
聖
典
ク
ル
ア
ー
ン
に
記
さ
れ
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て
い
る
。
至
高
な
る
方
︹
ア
ッ
ラ
ー
︺
は
こ
う
言
わ
れ
た
。

﹁
確
か
に
成
功
し
た
、
己
を
清
め
た
者
は
、
そ
し
て
己
の
主

の
御
名
を
唱
え
、
礼
拝
し
た
者
は
⋮
⋮
﹂︵
い
と
高
き
御
方
章

第
14
–15
節
︶。
ま
た
こ
う
も
言
わ
れ
た
。﹁
そ
れ
︹
魂
︺
を

清
め
た
者
は
成
功
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
葬
っ
た
者
は

失
敗
し
た
﹂︵
太
陽
章
第
９
–10
節
︶﹂。︵
１
９
６
７
年
、
於
リ

ヤ
ドお
︶

　

か
い
つ
ま
ん
で
言
え
ば
、
上
記
の
会
話
か
ら
見
ら
れ
る
そ
れ

ぞ
れ
の
主
張
は
、﹁
サ
ラ
フ
ィ
ー
︵
主
義
︶﹂
と
い
う
、﹁
正
統
﹂

イ
ス
ラ
ー
ム
と
さ
れ
る
一
つ
の
立
場
の
理
解
を
巡
っ
て
、
イ
ブ

ン
・
バ
ー
ズ
︵
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
︶
は
そ
れ
を
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
︵
イ

ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
︶
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
と
判
断
し
、
ク
フ

タ
ー
ロ
ー
︵
シ
リ
ア
︶
は
そ
れ
を
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
と
同
じ
も
の
だ

と
主
張
す
る
。
ひ
と
ま
ず
は
こ
こ
で
、
両
者
が
﹁
サ
ラ
フ
ィ
ー

主
義
﹂
と
い
う
立
場
を
﹁
正
統
﹂
イ
ス
ラ
ー
ム
の
あ
り
方
と
し

て
重
ん
じ
、
前
者
は
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
を
そ
れ
と
相
容
れ
な
い
﹁
異

端
﹂
的
要
素
と
す
る
一
方
、
後
者
は
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
を
サ
ラ

フ
ィ
ー
主
義
と
同
じ
も
の
、
つ
ま
り
﹁
正
統
﹂
的
要
素
と
す
る

と
い
う
違
い
が
現
れ
る
。

　

と
は
い
え
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
﹁
サ
ラ
フ
ィ
ー
主
義
﹂
こ

そ
が
﹁
正
統
﹂
イ
ス
ラ
ー
ム
で
あ
り
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
は
ス
ー

フ
ィ
ズ
ム
を
忌
避
し
、
シ
リ
ア
は
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
を
重
視
す
る

の
だ
と
い
う
明
確
な
定
式
が
導
き
出
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

以
降
、
い
わ
ゆ
る
﹁
イ
ス
ラ
ー
ム
﹂
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
ど
の

よ
う
に
成
り
立
っ
た
の
か
、
ま
た
イ
ブ
ン
・
バ
ー
ズ
と
ク
フ

タ
ー
ロ
ー
に
ど
の
よ
う
な
思
想
・
政
治
・
時
代
背
景
が
あ
っ
た

の
か
を
探
り
、
そ
の
上
で
改
め
て
彼
ら
の
会
話
内
容
を
振
り
返

り
た
い
。２

　「
イ
ス
ラ
ー
ム
」
の
成
り
立
ち

　

本
節
は
﹁
イ
ス
ラ
ー
ム
﹂
の
成
り
立
ち
に
つ
い
て
述
べ
る
が
、

そ
の
対
象
は
ム
ス
リ
ム
社
会
の
歴
史
や
展
開
で
は
な
い
。
本
節

が
述
べ
る
の
は
、
ム
ス
リ
ム
社
会
の
中
で
主
流
と
言
え
る
、
あ

る
い
は
最
大
公
約
数
と
言
え
る
要
素
を
備
え
た
﹁
イ
ス
ラ
ー
ム
﹂

が
ど
う
確
立
さ
れ
た
の
か
で
あ
る
。
よ
り
噛
み
砕
い
て
言
え
ば
、

そ
れ
は
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
ア
フ
リ
カ
大
陸
西
端
ま
で
広
が
る
イ

ス
ラ
ー
ム
世
界
に
通
底
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
の
教
え
の
基
礎
を
述
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べ
る
こ
と
で
あ
り
、
人
々
が
﹁
正
し
い
﹂
イ
ス
ラ
ー
ム
を
求
め

る
際
の
典
拠
と
な
る
﹁
イ
ス
ラ
ー
ム
﹂
を
述
べ
る
こ
と
で
あ
る
。

　

広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
イ
ス
ラ
ー
ム
は
７
世
紀
、
ア
ラ
ビ

ア
半
島
西
部
の
都
市
マ
ッ
カ
︵
メ
ッ
カ
︶
で
、
唯
一
神
ア
ッ
ラ
ー

か
ら
の
啓
示
を
授
か
っ
た
商
人
で
あ
る
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ビ
ン
・

ア
ブ
ド
ッ
ラ
ー
︵
５
７
０
？
–６
３
２
︶
が
、
そ
の
内
容
を
宣
教
す

る
こ
と
で
興
っ
た
。
ム
ハ
ン
マ
ド
は
﹁
預
言
者
た
ち
の
封
印
﹂、

つ
ま
り
こ
れ
ま
で
神
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
使
徒
た
ち
の
最
後
の

一
人
と
さ
れ
て
お
りか
、
ム
ハ
ン
マ
ド
自
身
は
そ
れ
に
つ
い
て
以

下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

私
と
そ
れ
以
前
の
預
言
者
た
ち
を
喩
え
る
と
、
次
の
よ
う

な
喩
え
で
あ
る
。
あ
る
男
が
建
物
を
立
て
、
美
し
く
素
晴

ら
し
く
し
た
も
の
の
、
一
角
に
生
レ
ン
ガ
一
個
の
場
所
が

︹
残
さ
れ
て
い
た
︺。
人
々
は
建
物
の
周
り
を
巡
り
始
め
︹
そ

の
素
晴
ら
し
さ
に
︺
驚
嘆
し
な
が
ら
も
、
な
ぜ
生
レ
ン
ガ

が
置
か
れ
な
か
っ
た
の
か
と
言
っ
た
。
私
は
そ
の
生
レ
ン

ガ
で
あ
り
、
預
言
者
た
ち
の
封
印
で
あ
るき
。

　

彼
が
最
後
の
預
言
者
・
使
徒
で
あ
る
こ
と
は
、
ム
ハ
ン
マ
ド

を
以
て
ア
ッ
ラ
ー
か
ら
人
類
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
全
て
下
っ
た

︵
完
成
し
た
︶
こ
と
を
意
味
す
る
と
同
時
に
、
ム
ハ
ン
マ
ド
の
後
、

人
類
は
ア
ッ
ラ
ー
の
言
葉
を
授
か
ら
な
い
こ
と
を
意
味
し
た
。

そ
の
た
め
ム
ス
リ
ム
︵
イ
ス
ラ
ー
ム
信
徒
︶
の
指
導
者
た
ち
は
、

ム
ハ
ン
マ
ド
が
宣
教
し
た
内
容
を
ウ
ン
マ
︵
イ
ス
ラ
ー
ム
共
同
体
︶

の
中
で
正
し
く
継
承
し
て
い
く
た
め
、﹁
イ
ス
ラ
ー
ム
﹂
の
確
立

に
努
め
た
の
で
あ
る
。

　

ム
ハ
ン
マ
ド
の
死
後
に
ウ
ン
マ
を
率
い
た
の
は
、
ア
ブ
ー
・

バ
ク
ル
︵
５
７
３
？
–６
３
４
、
在
位
６
３
２
–３
４
︶、
ウ
マ
ル
︵
５

９
２
–６
４
４
、
在
位
６
３
４
–４
４
︶、
ウ
ス
マ
ー
ン
︵
？
–６
５
６
、

在
位
６
４
４
–５
６
︶、
ア
リ
ー
︵
？
–６
６
１
、
在
位
６
５
６
–６
１
︶

と
い
う
、
ハ
リ
ー
フ
ァ
︵
カ
リ
フ
、
代
理
人
や
後
継
者
を
指
す
ア
ラ

ビ
ア
語
︶
と
呼
ば
れ
る
四
人
の
ム
ハ
ン
マ
ド
の
後
継
者
で
あ
る
。

そ
の
間
に
ウ
ン
マ
は
、
マ
デ
ィ
ー
ナ
︵
メ
デ
ィ
ナ
︶
を
中
心
と
し

た
ア
ラ
ビ
ア
半
島
西
部
か
ら
現
在
の
シ
リ
ア
や
イ
ラ
ク
へ
と
広

が
っ
た
。
そ
れ
に
伴
い
、﹁
イ
ス
ラ
ー
ム
﹂
の
確
立
に
あ
た
っ
て

の
重
要
な
課
題
が
浮
か
び
上
が
る
。
ま
ず
最
優
先
課
題
と
な
る

の
は
、
啓
示
の
集
大
成
で
あ
る
聖
典
ク
ル
ア
ー
ン
の
テ
キ
ス
ト
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化
で
あ
る
。
ク
ル
ア
ー
ン
は
ム
ハ
ン
マ
ド
に
下
っ
た
ア
ッ
ラ
ー

の
言
葉
そ
の
も
の
で
あ
り
、
歴
史
叙
述
や
物
語
と
し
て
の
性
格

が
ほ
ぼ
皆
無
で
あ
る
。
聖
典
と
い
う
位
置
付
け
か
ら
キ
リ
ス
ト

教
に
お
け
る
聖
書
と
し
ば
し
ば
比
較
さ
れ
る
が
、
神
の
意
志
が

具
現
化
︵
受
肉
︶
し
た
と
い
う
点
に
鑑
み
れ
ば
、
比
較
対
象
と
し

て
相ふ

さ
わ応
し
い
の
は
む
し
ろ
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
だ
と
い
う
見
方

も
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
の
ク
ル
ア
ー
ン
の
朗
誦
に
、
ウ
ン
マ
が

拡
大
を
続
け
る
過
程
で
混
乱
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
懸
念
し
た
の

が
第
三
代
ハ
リ
ー
フ
ァ
の
ウ
ス
マ
ー
ン
で
あ
り
、
彼
は
ク
ル
ア
ー

ン
の
写
本
化
に
取
り
組
ん
だく
。

　

と
は
い
え
、
ク
ル
ア
ー
ン
は
そ
の
大
部
分
が
ア
ッ
ラ
ー
の
命

令
か
ら
な
り
、
そ
の
内
容
は
基
本
と
な
る
神
観
や
世
界
観
、
死

生
観
を
除
け
ば
概
括
的
な
場
合
も
少
な
く
な
い
。
特
に
人
間
が

日
々
の
生
活
で
直
面
す
る
細
か
な
事
案
に
つ
い
て
は
、
よ
り
詳

細
な
テ
キ
ス
ト
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
間
に
ウ
ン
マ
で
は
、
第

四
代
ハ
リ
ー
フ
ァ
の
ア
リ
ー
の
位
置
付
け
を
巡
っ
て
、
宗
派
と

し
て
の
ハ
ワ
ー
リ
ジ
ュ
派
、
そ
し
て
シ
ー
ア
派
が
誕
生
し
、
そ

れ
に
与
し
な
か
っ
た
大
勢
の
ム
ス
リ
ム

─
現
在
﹁
ス
ン
ナ
派
﹂

と
呼
ば
れ
る
ム
ス
リ
ム
の
多
数
派

─
と
の
分
裂
、
対
立
が
起

こ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
中
、
ム
ハ
ン
マ
ド
の
み
が
可
能
で
あ
っ
た
ク
ル
ア
ー

ン
の
日
常
生
活
へ
の
正
し
い
演
繹
を
な
し
と
げ
よ
う
と
い
う
努

力
が
続
け
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
と
言
え
る
の
が
、
８
–10
世
紀
に

か
け
て
の
イ
ス
ラ
ー
ム
法
学
の
成
立
、
そ
し
て
ム
ハ
ン
マ
ド
の

言
動
︵
ス
ン
ナ
︶
を
綴
っ
た
伝
承
集
︵
ハ
デ
ィ
ー
ス
︶
の
編
纂
で
あ

る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
法
学
︵
フ
ィ
ク
フ
︶
は
、
ア
ッ
ラ
ー
の
下
し
た

啓
示
の
中
か
ら
聖
法
︵
シ
ャ
リ
ー
ア
︶
を
探
しけ、
神
が
何
を
命
じ
、

何
を
禁
じ
て
い
る
か
を
把
握
す
る
学
問
で
あ
る
。
そ
の
柱
と
な

る
の
は
、
フ
ィ
ク
フ
の
根
拠
と
な
る
法
源
と
、
そ
こ
か
ら
導
き

出
さ
れ
た
具
体
的
な
事
案
の
整
理
で
あ
る
。
ス
ン
ナ
派
の
場
合
、

前
者
で
は
順
番
に
ク
ル
ア
ー
ン
、
ハ
デ
ィ
ー
ス
、
法
学
者
間
の

合
意
︵
イ
ジ
ュ
マ
ー
︶、
そ
し
て
法
学
者
の
推
論
︵
キ
ヤ
ー
ス
︶
が

法
源
と
定
め
ら
れ
、
後
者
で
は
神
事
︵
イ
バ
ー
ダ
ー
ト
︶
と
人
事

︵
ム
ア
ー
マ
ラ
ー
ト
︶
と
い
う
法
区
分
と
幾
つ
か
の
法
学
派
︵
マ
ズ

ハ
ブ
︶
が
成
立
し
た
。

　

そ
れ
と
並
行
し
て
進
め
ら
れ
た
の
が
ハ
デ
ィ
ー
ス
の
編
纂
で

あ
る
。
ム
ハ
ン
マ
ド
は
ク
ル
ア
ー
ン
と
同
様
に
無
誤
謬
な
存
在

と
さ
れ
る
た
め
、
彼
の
言
動
や
彼
が
示
し
た
日
々
の
生
活
の
あ
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り
方
は
、
人
々
に
と
っ
て
ク
ル
ア
ー
ン
、
あ
る
い
は
イ
ス
ラ
ー

ム
そ
の
も
の
で
あ
っ
た

─
先
に
、
神
の
言
葉
の
受
肉
と
い
う

点
か
ら
ク
ル
ア
ー
ン
を
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
比
べ
る
見
方
を

紹
介
し
た
が
、
そ
れ
に
沿
え
ば
、
こ
の
ハ
デ
ィ
ー
ス
が
聖
書
に

該
当
し
よ
う
。
そ
れ
を
踏
ま
え
、
正
し
い
ハ
デ
ィ
ー
ス
の
収
集

を
目
指
す
ハ
デ
ィ
ー
ス
学
が
興
っ
た
。
そ
の
中
心
は
、
ム
ハ
ン

マ
ド
の
権
威
を
利
用
し
た
偽
の
ハ
デ
ィ
ー
ス
を
取
り
除
き
、
正

し
い
ハ
デ
ィ
ー
ス
の
み
を
編
纂
す
る
と
い
う
作
業
で
あ
る
。
10

世
紀
に
成
立
し
た
﹁
六
書
﹂
と
呼
ば
れ
る
ス
ン
ナ
派
の
真
正
ハ

デ
ィ
ー
ス
集
はこ、
本
文
批
判
と
伝
承
経
路
の
確
認
を
通
し
て
正

し
い
と
さ
れ
る
数
千
の
ハ
デ
ィ
ー
ス
を
収
め
た
も
の
と
し
て
知

ら
れ
て
い
る
。

　

以
上
が
、﹁
正
し
い
﹂
イ
ス
ラ
ー
ム
の
維
持
、
継
承
の
た
め
に

な
さ
れ
た
初
期
の
取
り
組
み
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
法
学
派
も

ハ
デ
ィ
ー
ス
集
も
複
数
あ
り
、
特
に
法
学
派
は
そ
れ
ぞ
れ
が
異

な
る
法
学
者
の
解
釈
、
つ
ま
り
学
説
と
し
て
の
性
格
が
強
く
、

時
代
や
地
域
毎
に
多
少
な
り
と
も
異
な
る
内
容
を
持
つ
た
め
、

こ
の
よ
う
な
簡
略
な
記
述
で
﹁
イ
ス
ラ
ー
ム
﹂
確
立
の
営
み
を

描
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
は
い
え
そ
れ
ら
は
、
今
日
ム

ス
リ
ム
が
あ
る
事
案
に
つ
き
、
正
し
い
か
否
か
、
ど
う
す
れ
ば

良
い
の
か
、
あ
る
い
は
非
ム
ス
リ
ム
が
あ
る
事
案
に
つ
き
、
イ

ス
ラ
ー
ム
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
解
釈
が
正
し
い
と
さ
れ
て
い

る
の
か
、
そ
の
答
え
を
求
め
る
上
で
の
重
要
な
源
と
な
る
。

　

そ
れ
故
に
、
以
上
の
も
の
と
は
異
な
る
源
を
採
る
思
想
、
解

釈
、
立
場
は
﹁
異
端
﹂
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
や
す
く
、
ま
た

そ
の
逆
に
、
以
上
の
源
の
み
、
さ
ら
に
そ
の
内
の
最
小
限
の
も

の
の
み
を
採
る
思
想
、
解
釈
、
立
場
は
、
そ
の
方
法
に
お
け
る

純
真
さ
に
訴
え
る
こ
と
で
﹁
正
統
﹂
を
自
負
し
や
す
い
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
創
唱
宗
教
に
お
い
て
創
唱
者
の
時
代
が
最
良
の

あ
り
方
だ
と
い
う
考
え
は
、
一
般
的
に
も
理
解
さ
れ
う
る
も
の

で
あ
る
が
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
場
合
、
以
下
の
ハ
デ
ィ
ー
ス
に
見

ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。

私
︹
ム
ハ
ン
マ
ド
︺
の
宗
教
共
同
体
で
最
も
優
れ
て
い
る

人
々
は
私
の
世
代
、
次
い
で
良
い
の
は
彼
ら
に
続
く
世
代
、

そ
し
て
そ
の
次
に
良
い
の
は
そ
の
人
々
に
続
く
世
代さ。

　

そ
の
考
え
を
以
て
、﹁
正
統
﹂
イ
ス
ラ
ー
ム
の
御
旗
を
掲
げ
た
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近
現
代
ス
ン
ナ
派
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
の
潮
流
の
一
つ
と
し
て
挙

げ
ら
れ
る
の
が
、
冒
頭
取
り
上
げ
た
﹁
サ
ラ
フ
ィ
ー
主
義
﹂
で

あ
る
。
サ
ラ
フ
ィ
ー
主
義
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
初
期
の
世
代
を
意

味
す
る
﹁
サ
ラ
フ
﹂
が
﹁
サ
ラ
フ
ィ
ー
﹂
と
形
容
詞
化
し
た
後し
、

主
義
主
張
を
表
す
接
尾
辞
が
付
加
さ
れ
た
こ
と
で
抽
象
名
詞
化

し
た
ア
ラ
ビ
ア
語
で
あ
る
。
そ
の
原
義
に
倣
い
、
一
般
的
に
同

語
が
意
味
す
る
の
は
、
サ
ラ
フ
を
模
範
と
し
て
、
つ
ま
り
サ
ラ

フ
の
時
代
に
は
な
か
っ
た
慣
習
︵
ビ
ド
ア
︶
を
禁
じ
、
ク
ル
ア
ー

ン
と
ス
ン
ナ
の
み
を
典
拠
と
し
て
生
き
る
と
い
う
考
え
で
あ
るす
。

　

次
節
で
は
、
そ
の
サ
ラ
フ
ィ
ー
主
義
を
国
教
と
し
て
掲
げ
る

こ
と
を
通
し
て
﹁
正
統
﹂
イ
ス
ラ
ー
ム
国
家
を
自
負
す
る
サ
ウ

ジ
ア
ラ
ビ
ア
王
国
を
取
り
上
げ
、
冒
頭
に
引
用
し
た
会
話
に
見

ら
れ
る
イ
ブ
ン
・
バ
ー
ズ
の
理
解
の
背
景
を
探
る
。

３
　
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア

─

　
ワ
ッ
ハ
ー
ブ
主
義
か
ら
サ
ラ
フ
ィ
ー
主
義
へ

　

本
節
で
は
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
思
想
、

立
場
が
﹁
正
統
﹂
イ
ス
ラ
ー
ム
と
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
、
そ
の

建
国
思
想
か
ら
サ
ラ
フ
ィ
ー
主
義
を
巡
る
同
国
の
立
場
を
確
認

す
る
こ
と
で
示
し
た
い
。

　

ア
ラ
ビ
ア
半
島
の
大
部
分
を
占
め
る
現
在
の
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ

ア
王
国
は
、
第
一
次
王
国
︵
１
７
４
４
／
５
–１
８
１
８
︶、
第
二
次

王
国
︵
１
８
２
０
–８
９
︶
に
次
ぐ
、
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ア
ズ
ィ
ー
ズ
国

王
︵
１
８
７
６
–１
９
５
３
︶
以
来
の
第
三
次
王
国
︵
１
９
０
２
–︶

と
位
置
付
け
ら
れ
る
。
西
洋
諸
国
は
言
う
に
及
ば
ず
、
そ
の
宗

教
実
践
の
厳
格
さ
か
ら
周
辺
の
ム
ス
リ
ム
諸
国
と
比
べ
て
も
特

異
と
さ
れ
る
同
国
の
宗
教
的
立
場
が
、
建
国
の
思
想
的
基
礎
で

あ
る
ハ
ン
バ
ル
派
法
学
者
、
ム
ハ
ン
マ
ド
・
イ
ブ
ン
・
ア
ブ
ド

ゥ
ル
ワ
ッ
ハ
ー
ブ
︵
１
７
０
３
–９
１
︶
の
名
に
因
ん
で
﹁
ワ
ッ

ハ
ー
ブ
主
義
﹂
と
呼
ば
れ
る
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。

　
﹁
ワ
ッ
ハ
ー
ブ
主
義
﹂
と
は
、
端
的
に
は
イ
ブ
ン
・
ア
ブ
ド
ゥ

ル
ワ
ッ
ハ
ー
ブ
が
掲
げ
た
一
神
教
に
則
っ
た
真
の
イ
ス
ラ
ー
ム

の
あ
り
方
、
ま
た
18
世
紀
半
ば
か
ら
20
世
紀
初
頭
に
は
勃
興
、

拡
大
す
る
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
王
国
そ
の
も
の
を
指
し
た
、
思
想
・

政
治
潮
流
で
あ
る
。
そ
の
起
源
は
、
イ
ブ
ン
・
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ワ

ッ
ハ
ー
ブ
と
、
デ
ィ
ラ
イ
ー
ヤ
︵
現
在
の
首
都
リ
ヤ
ド
郊
外
︶
の
豪

族
ム
ハ
ン
マ
ド
・
イ
ブ
ン
・
サ
ウ
ー
ド
︵
１
６
８
７
–１
７
６
５
︶

と
の
間
に
結
ば
れ
た
１
７
４
４
年
の
政
教
盟
約
で
あ
るせ
。
イ
ブ
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ン
・
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ワ
ッ
ハ
ー
ブ
は
偶
像
崇
拝
と
多
神
崇
拝
を
排

除
し
た
一
神
教
イ
ス
ラ
ー
ム
の
宣
教
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
施
行
、

そ
し
て
社
会
に
お
け
る
勧
善
懲
悪
の
実
現
を
求
め
た
。
イ
ブ
ン
・

サ
ウ
ー
ド
は
そ
れ
に
応
じ
る
こ
と
で
イ
ブ
ン
・
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ワ

ッ
ハ
ー
ブ
の
思
想
的
後
見
を
得
、
リ
ヤ
ド
を
中
心
に
自
身
の
一

族
が
統
治
す
る
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
王
国
を
興
し
たそ
。

　

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
政
教
盟
約
を
通
し
て
求
め
ら
れ
た
の

が
特
殊
で
新
し
い
イ
ス
ラ
ー
ム
で
は
な
く
、
一
神
教
と
い
う
そ

れ
本
来
の
あ
り
方
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
を
体
現
す
る
国

家
の
設
立
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
は
一
神
教
イ
ス
ラ
ー

ム
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
先
述
し
た
よ
う
に
、
偶
像
崇
拝
と
多
神

崇
拝
を
主
と
し
た
ビ
ド
ア
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
二

つ
は
ビ
ド
ア
の
内
で
も
最
悪
の
部
類
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は

単
に
宗
教
画
や
聖
像
、
ア
ッ
ラ
ー
以
外
を
創
造
主
と
し
て
敬
う

こ
と
を
禁
じ
る
に
留
ま
ら
な
い
。
イ
ブ
ン
・
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ワ
ッ

ハ
ー
ブ
の
教
学
書
﹃
一
神
論
の
書
︵K

itāb al-taw
ḥīd

︶﹄
で
は
、

護
符
や
呪
術
、
ま
た
樹
木
信
仰
と
い
っ
た
具
体
的
な
事
例
が
否

定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
肝
要
な
点
は
ア
ッ
ラ
ー
以
外
の
存
在

を
彼
に
比
肩
さ
せ
る
こ
と
、
つ
ま
り
ア
ッ
ラ
ー
以
外
の
存
在
に
、

来
世
に
か
か
わ
る
庇
護
や
報
賞
、
ま
た
そ
れ
ら
を
可
能
に
す
る

超
常
的
な
力
を
求
め
る
こ
と
に
あ
る
と
言
え
るた
。
こ
の
点
に
つ

い
て
は
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
も
例
外
で
は
な
く
、
彼
が
一
人
の

人
間
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
他
、
マ
デ
ィ
ー
ナ
︵
メ
デ
ィ
ナ
︶

に
あ
る
彼
の
生
家
に
は
、
そ
こ
が
特
別
な
﹁
聖
地
﹂
で
は
な
い

こ
と
が
注
記
さ
れ
て
い
る
と
い
うち
。

　

こ
れ
ら
は
先
述
し
た
よ
う
に
イ
ス
ラ
ー
ム
本
来
の
、
そ
の
基

礎
と
言
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
声
高
に
主
張
さ
れ
る
以

上
、
実
際
の
ム
ス
リ
ム
社
会
に
偶
像
崇
拝
、
多
神
崇
拝
と
捉
え

ら
れ
る
現
象
が
多
く
存
在
し
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
想
像
で
き

よ
うつ
。
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
は
そ
の
起
源
に
つ
い
て
外
来
説
が
あ
っ

た
こ
と
や
、﹁
神
と
の
合
一
﹂と
い
う
神
秘
思
想
が
と
も
す
れ
ば
人

間
の
神
格
化
に
つ
な
が
る
こ
と
等
に
よ
り
、
ム
ス
リ
ム
社
会
の

中
で
し
ば
し
ば
異
端
と
の
批
判
が
寄
せ
ら
れ
て
き
た
も
の
の
一

つ
で
あ
るて
。
も
っ
と
も
そ
れ
は
、
ス
ー
フ
ィ
ー
教
団
や
そ
こ
で

行
わ
れ
る
独
特
な
儀
礼
、
ま
た
特
定
の
ス
ー
フ
ィ
ー
の
思
想
や

彼
を
導
師
︵
シ
ャ
イ
フ
︶
と
し
て
崇
敬
す
る
と
い
っ
た
現
象
を
主

た
る
対
象
と
し
、
必
ず
し
も
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
を
全
否
定
し
た
わ

け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
は
、
イ
ス
ラ
ー
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ム
史
上
稀
と
な
る
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
の
全
否
定
の
立
場
を
取
ると。

　

総
じ
て
ビ
ド
ア
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
誕
生
前
や
非
ム
ス
リ
ム
社

会
の
慣
習
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
非
ム
ス
リ
ム
世
界
が
イ
ス
ラ
ー

ム
固
有
の
現
象
と
見
な
し
て
き
た
、
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
を
含
め
た

既
存
の
ム
ス
リ
ム
社
会
の
慣
習
を
少
な
か
ら
ず
含
み
、
そ
の
排

除
を
掲
げ
る
ワ
ッ
ハ
ー
ブ
主
義
は
中
世
以
来
の
既
存
の
ム
ス
リ

ム
社
会
を
否
定
す
る
面
を
持
つな。
そ
し
て
こ
の
立
場
は
、
サ
ラ

フ
ィ
ー
主
義
の
そ
れ
と
ほ
ぼ
並
行
に
語
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

そ
の
理
由
は
、
ま
ず
も
っ
て
﹁
サ
ラ
フ
に
倣
う
﹂
と
い
う
教
義

的
な
同
一
性
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
宗
教
的
立
場
を
指
す
語
と
し

て
の
﹁
サ
ラ
フ
ィ
ー
主
義
﹂
が
人
口
に
膾
炙
し
た
の
は
近
代
黎

明
期
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
イ
ブ
ン
・
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ワ
ッ

ハ
ー
ブ
は
そ
の
中
興
の
祖
と
位
置
付
け
ら
れ
るに
。

　

も
う
一
つ
の
理
由
は
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
に
お
い
て
﹁
ワ
ッ

ハ
ー
ブ
主
義
﹂
が
﹁
サ
ラ
フ
ィ
ー
主
義
﹂
に
置
き
換
え
て
言
及

さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。﹁
ワ
ッ
ハ
ー
ブ
主
義
﹂
は
し
ば
し
ば
宗
教

的
過
激
主
義
の
代
名
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
他
称
で
あ
る
た
め
、

国
内
外
に
お
い
て
そ
の
使
用
の
是
非
や
概
念
の
説
明
を
巡
っ
て

様
々
な
意
見
が
交
わ
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
歴
代
国
王
に
よ
る

次
の
発
言
が
あ
るぬ
。

人
々
は
我
々
を
﹁
ワ
ッ
ハ
ー
ブ
の
徒
﹂
と
名
付
け
、
そ
れ

を
特
定
の
学
派
と
見
な
し
て
﹁
ワ
ッ
ハ
ー
ブ
主
義
者
﹂
と

呼
ぶ
。
し
か
し
そ
れ
は
悪
意
を
持
つ
人
々
が
広
め
た
虚
偽

の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
よ
っ
て
生
じ
た
、
忌
む
べ
き
誤
り
で

あ
る
。
我
々
は
新
奇
の
集
団
で
も
、
新
奇
の
教
義
の
徒
で

も
な
く
、
ム
ハ
ン
マ
ド
・
イ
ブ
ン
・
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ワ
ッ
ハ
ー

ブ
も
新
奇
の
人
で
は
な
い
。
我
々
の
教
え
は
ア
ッ
ラ
ー
の

書
と
そ
の
使
徒
の
ス
ン
ナ
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
、
そ
れ

は
先
代
よ
り
受
け
継
が
れ
た
サ
ラ
フ
の
教
え
で
あ
る
︵
１
９

２
８
年
、
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ア
ズ
ィ
ー
ズ
国
王
︶。

王
国
が
︹
ス
ン
ナ
派
の
︺
四
法
学
派
と
異
な
る
ワ
ッ
ハ
ー

ブ
の
学
派
に
倣
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
が
、
ワ
ッ
ハ
ー
ブ

の
徒
と
は
学
派
で
は
な
く
、
虚
偽
と
偏
見
が
広
が
っ
た
時

代
に
生
ま
れ
た
改
革
的
な
宗
教
運
動
で
あ
る
。
そ
れ
は
ビ

ド
ア
と
戦
い
、
全
て
を
そ
の
基
礎
に
戻
す
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
王
国
が
倣
う
こ
と
に
よ
っ
て
つ
い
に
は
単
な
る
宗
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教
運
動
の
一
つ
に
留
ま
ら
な
い
も
の
と
な
っ
た
。
し
か
し

我
々
の
存
在
を
巡
っ
て
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
証
拠
も
何

も
な
い
悪
評
、
誤
り
が
広
く
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
︵
１
９
８
６
年
、
フ
ァ
ハ
ド
国
王
︶。

　

一
方
の
宗
教
界
か
ら
は
、
イ
ブ
ン
・
バ
ー
ズ
に
よ
る
次
の
発

言
も
見
ら
れ
るね
。

﹁
ワ
ッ
ハ
ー
ブ
主
義
﹂
と
は
、ム
ハ
ン
マ
ド
・
イ
ブ
ン
・
ア
ブ

ド
ゥ
ル
ワ
ッ
ハ
ー
ブ
の
宣
教
に
由
来
し
、
一
神
論
と
多
神

論
の
本
質
を
人
々
に
示
す
も
の
で
あ
る
。︵
中
略
︶
そ
れ
は

方
法
、
教
義
、
言
動
に
お
い
て
正
し
い
サ
ラ
フ
の
教
え
の

徳
に
倣
う
こ
と
で
あ
り
、
全
て
の
ム
ス
リ
ム
に
義
務
づ
け

ら
れ
る
︵
１
９
９
５
年
、
イ
ブ
ン
・
バ
ー
ズ
最
高
ム
フ
テ
ィ
ー
︶。

　

こ
の
よ
う
に
、
政
府
の
見
解
に
は
﹁
ワ
ッ
ハ
ー
ブ
主
義
﹂
を

否
定
的
な
用
語
と
し
て
捉
え
る
認
識
が
あ
り
、
そ
れ
に
代
わ
る

も
の
と
し
て
﹁
サ
ラ
フ
の
教
え
﹂、
即
ち
サ
ラ
フ
ィ
ー
主
義
が
掲

げ
ら
れ
る
。
一
方
の
イ
ブ
ン
・
バ
ー
ズ
は
ワ
ッ
ハ
ー
ブ
主
義
の

否
定
的
認
識
に
言
及
し
な
い
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
宗
教
界
の

伝
統
が
関
係
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
政
教
盟
約
の
中
で

一
神
教
イ
ス
ラ
ー
ム
の
宣
教
と
と
も
に
求
め
ら
れ
た
、
そ
れ
を

体
現
す
る
国
家
の
設
立
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
で
そ
の
背
景
を

読
み
取
り
た
い
。

　

サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
で
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
国
家
と
い
う
趣
旨
に

沿
い
、
建
国
以
来
﹁
シ
ャ
イ
フ
家
﹂
と
呼
ば
れ
る
イ
ブ
ン
・
ア

ブ
ド
ゥ
ル
ワ
ッ
ハ
ー
ブ
の
末
裔
を
長
に
据
え
た
宗
教
機
関
が
多

数
設
立
さ
れ
て
き
た
。
現
在
省
庁
レ
ベ
ル
で
見
て
も
、
モ
ス
ク

の
管
理
や
宗
教
書
の
出
版
等
を
管
轄
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
事
項
・

寄
進
・
宣
教
・
善
導
省
、
聖
地
の
管
理
を
行
う
二
聖
モ
ス
ク
庁
、

聖
地
巡
礼
に
伴
う
業
務
を
主
導
す
る
巡
礼
省
、
市
中
で
宗
教
的

風
紀
の
取
り
締
ま
り
を
行
う
勧
善
懲
悪
委
員
会
等
、
多
数
の
﹁
宗

務
﹂
機
関
が
存
在
す
る
。
そ
う
し
た
各
官
庁
か
ら
な
る
公
式
宗

教
界
を
最
初
に
率
い
た
の
が
シ
ャ
イ
フ
家
の
人
々
で
あ
り
、
そ

の
権
勢
が
絶
頂
に
あ
っ
た
１
９
５
０
年
代
は
、
最
高
ム
フ
テ
ィ
ー

で
あ
っ
た
シ
ャ
イ
フ
家
の
ム
ハ
ン
マ
ド
・
イ
ブ
ン
・
イ
ブ
ラ
ー

ヒ
ー
ム
︵
１
８
９
３
–１
９
６
９
、
在
位
１
９
５
２
–６
９
︶
が
王
国
最

初
の
法
裁
定
︵
フ
ァ
ト
ワ
ー
︶
機
関
で
あ
る
フ
ァ
ト
ワ
ー
布
告
及
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び
宗
務
監
督
委
員
会
メ
ン
バ
ー
を
含
め
、
十
八
も
の
宗
務
要
職

を
務
め
て
い
たの
。

　

し
か
し
、
１
９
７
０
年
代
に
は
フ
ァ
イ
サ
ル
第
三
代
国
王
︵
１

９
０
６
？
–７
５
、
在
位
１
９
６
４
–７
５
︶
に
よ
っ
て
宗
教
界
の
再

編
が
図
ら
れ
た
。
象
徴
的
な
出
来
事
は
、
こ
れ
ま
で
シ
ャ
イ
フ

家
が
歴
任
し
て
き
た
最
高
ム
フ
テ
ィ
ー
職
の
廃
位
︵
１
９
９
３
年

に
再
設
︶
と
、
最
高
ウ
ラ
マ
ー
委
員
会
の
設
立
で
あ
るは
。
最
高
ウ

ラ
マ
ー
委
員
会
は
今
日
に
至
る
ま
で
宗
教
界
の
最
高
位
機
関
で

あ
る
が
、
設
立
時
の
十
七
人
の
メ
ン
バ
ー
の
内
、
シ
ャ
イ
フ
家

出
身
者
は
一
人
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
以
降
、
宗
教
界
の
中
枢
は

シ
ャ
イ
フ
家
に
限
ら
な
い
職
業
学
者
が
担
う
こ
と
に
な
っ
たま
。

こ
う
し
た
背
景
の
も
と
、
シ
ャ
イ
フ
家
出
身
で
は
な
い
イ
ブ
ン
・

バ
ー
ズ
は
１
９
９
０
年
代
、
組
織
と
し
て
の
最
高
宗
教
権
威
で

あ
る
最
高
ウ
ラ
マ
ー
委
員
長
と
、
個
人
と
し
て
の
最
高
宗
教
権

威
で
あ
る
最
高
ム
フ
テ
ィ
ー
を
務
め
る
こ
と
で
、
そ
の
新
し
い

宗
教
界
の
あ
り
方
を
象
徴
す
る
平
民
宰
相
と
し
て
の
地
位
を
築

い
た
。
し
か
し
そ
の
彼
の
中
に
も
、
宗
教
界
の
最
高
権
威
と
し

て
、﹁
ワ
ッ
ハ
ー
ブ
主
義
﹂
と
い
う
名
称
を
必
ず
し
も
否
定
的
に

は
捉
え
な
い
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
宗
教
界
の
伝
統
的
な
理
解
が
あ

っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
だ

ろ
う
。

４
　
シ
リ
ア

─
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
を
通
し
た

　「
正
統
」
イ
ス
ラ
ー
ム

　

歴
史
的
に
見
れ
ば
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
後
進
地
域
で
あ
っ
た

サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
︵
リ
ヤ
ド
︶
と
異
な
り
、シ
リ
ア
︵
ダ
マ
ス
カ
ス
︶

は
、
初
代
ハ
リ
ー
フ
ァ
で
あ
る
ア
ブ
ー
・
バ
ク
ル
が
ビ
ザ
ン
ツ

帝
国
か
ら
ダ
マ
ス
カ
ス
を
奪
い
、
さ
ら
に
ダ
マ
ス
カ
ス
提
督
ム

ア
ー
ウ
ィ
ヤ
︵
６
０
３
？
–６
８
０
︶
が
ウ
マ
イ
ヤ
朝
︵
６
６
１
–７

５
０
︶
を
興
し
て
以
来
、
イ
ス
ラ
ー
ム
史
に
お
け
る
先
進
地
域
の

一
つ
で
あ
り
続
け
たふ
。
他
方
、
今
日
の
シ
リ
ア
は
、
二
つ
の
世

界
大
戦
及
び
そ
の
間
の
フ
ラ
ン
ス
に
よ
る
委
任
統
治
、
ま
た
独

立
後
は
ク
ー
デ
タ
ー
等
に
よ
る
政
治
的
混
乱
が
続
き
、
１
９
６

３
年
に
世
俗
主
義
政
党
バ
ア
ス
党
の
支
配
が
始
ま
っ
た
こ
と
で

確
立
し
た
国
で
あ
る
。
そ
し
て
バ
ア
ス
党
は
、
１
９
７
０
年
代

か
ら
80
年
代
初
頭
に
か
け
て
、
体
制
打
倒
を
目
指
し
た
ス
ン
ナ

派
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
組
織
で
あ
る
ム
ス
リ
ム
同
胞
団
と
対
立
し
、

そ
れ
を
鎮
圧
し
た
後
、
国
内
の
覇
権
を
完
成
さ
せ
た
。
つ
ま
り
、
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現
存
す
る
世
界
最
古
の
モ
ス
ク
「
ウ
マ
イ
ヤ
ド
・
モ
ス
ク
」。
世
界
最
大
の
モ
ス

ク
の
ひ
と
つ
で
も
あ
る
。
シ
リ
ア
・
ダ
マ
ス
カ
ス
の
郊
外
（
旧
市
街
北
西
部
）
に

あ
り
、
世
界
遺
産
で
あ
る
「
古
代
都
市
ダ
マ
ス
カ
ス
」
の
一
部
。
モ
ス
ク
の
場
所

に
は
、
ロ
ー
マ
時
代
に
は
ユ
ピ
テ
ル
（
ジ
ュ
ピ
タ
ー
）
の
神
殿
が
あ
り
、
４
世
紀

に
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
ヨ
ハ
ネ
教
会
と
な
り
、
教
会
と
モ
ス
ク
の
並
存
時
代
を
経
て
、

７
０
５
年
に
ウ
マ
イ
ヤ
朝
の
第
６
代
カ
リ
フ
・
ワ
リ
ー
ド
１
世
に
よ
っ
て
、
教
会

が
壊
さ
れ
、
敷
地
全
体
が
モ
ス
ク
と
な
っ
た
。
内
部
に
は
今
も
洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
の

廟
が
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
巡
礼
地
で
も
あ
る
。（
右
は
礼
拝
堂
の
入
口
）
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現
代
シ
リ
ア
に
は
、
宗
教
国
家
と
い
う
趣
旨
で
建
設
さ
れ
た
サ

ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
と
異
な
り
、
公
の
場
で
の
宗
教
的
活
動
や
思
想

の
表
明
に
慎
重
さ
が
求
め
ら
れ
て
き
た
土
壌
が
あ
る
。
以
上
の

宗
教
と
政
治
と
の
先
鋭
化
し
た
緊
張
関
係
の
中
で
、
ク
フ
タ
ー

ロ
ー
が
ど
の
よ
う
な
宗
教
思
想
、
立
場
を
展
開
し
た
の
か
、
彼

の
個
人
史
に
注
目
し
た
い
。

　

ア
フ
マ
ド
・
ク
フ
タ
ー
ロ
ー
は
、
１
９
６
４
年
か
ら
逝
去
ま

で
バ
ア
ス
党
政
権
下
の
シ
リ
ア
・
ア
ラ
ブ
共
和
国
で
最
高
ム
フ

テ
ィ
ー
を
務
め
、
そ
れ
に
よ
り
現
代
シ
リ
ア
を
代
表
す
る
宗
教

的
指
導
者
と
し
て
の
地
位
を
築
い
た
人
物
で
あ
る
。
世
俗
主
義

を
敷
く
事
実
上
の
一
党
独
裁
体
制
下
で
宗
教
権
威
の
座
に
つ
い

て
い
た
こ
と
か
ら
、
体
制
寄
り
の
御
用
学
者
と
し
て
の
見
方
が

強
か
っ
た
ク
フ
タ
ー
ロ
ー
だ
が
、
事
実
彼
に
は
、
バ
ア
ス
党
と

ム
ス
リ
ム
同
胞
団
と
の
対
立
が
先
鋭
化
し
た
１
９
７
０
年
代
以

降
、
ム
ス
リ
ム
同
胞
団
の
も
の
を
は
じ
め
と
し
た
反
体
制
的
な

イ
ス
ラ
ー
ム
言
説
に
取
っ
て
代
わ
る
、
現
代
シ
リ
ア
の
﹁
公
式

イ
ス
ラ
ー
ム
﹂
を
担
う
と
い
う
役
割
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
対
外

的
に
は
７
世
紀
以
来
の
長
い
イ
ス
ラ
ー
ム
史
に
基
づ
い
た
シ
リ

ア
の
宗
教
伝
統
を
体
現
す
る
も
の
、
そ
し
て
対
内
的
に
は
政
治

に
対
し
て
静
観
主
義
で
、
政
治
に
関
与
し
な
い
と
い
う
意
味
で

の
霊
性
、
精
神
的
威
光
を
備
え
、
ま
た
学
識
と
現
代
的
な
適
応

力
に
富
ん
だ
イ
ス
ラ
ー
ム
言
説
の
形
成
を
意
味
し
たへ
。

　

そ
れ
に
あ
た
り
ク
フ
タ
ー
ロ
ー
が
軸
と
し
て
用
い
た
の
が

ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
彼
は
、
ナ
ク
シ
ュ
バ
ン

デ
ィ
ー
・
ス
ー
フ
ィ
ー
教
団
の
指
導
者
を
務
め
た
父
ア
ミ
ー

ン
・
ク
フ
タ
ー
ロ
ー
︵
１
８
７
７
–１
９
３
８
︶
に
幼
少
の
頃
よ
り

師
事
し
、
１
９
３
０
年
代
に
そ
の
地
位
を
継
承
し
た
こ
と
で
自

身
の
宗
教
的
指
導
者
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
を
開
始
し
た
。
加
え

て
彼
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
以
降
、
フ
ラ
ン
ス
の
委
任
統
治
下

に
あ
っ
た
当
時
の
シ
リ
ア
情
勢
を
踏
ま
え
、
学
派
主
義
や
宗
派

主
義
を
通
し
て
ム
ス
リ
ム
が
分
裂
す
る
と
い
う
憂
慮
を
覚
え
た

父
が
掲
げ
た
、
党
派
主
義
の
除
去
と
い
う
教
育
観
を
継
承
し
、

超
党
派
主
義
的
な
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
の
あ
り
方
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教

育
を
目
指
し
た
。

　

そ
れ
を
背
景
に
ク
フ
タ
ー
ロ
ー
は
、
霊
性
の
涵
養
と
い
う
思

想
や
ス
ー
フ
ィ
ー
教
団
の
活
動
と
い
っ
た
中
世
以
来
の
ス
ー

フ
ィ
ズ
ム
の
資
源
を
下
地
と
し
つ
つ
、
そ
れ
ら
を
現
代
シ
リ
ア

の
政
治
・
社
会
状
況
に
適
応
し
う
る
効
果
的
な
宗
教
言
説
及
び
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様
態
へ
と
展
開
さ
せ
る
こ
と
を
試
み
た
。
ま
ず
思
想
面
で
軸
と

な
っ
た
の
は
、﹁
ク
ル
ア
ー
ン
的
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
﹂
と
銘
打
た
れ

た
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
理
解
で
あ
るほ
。﹁
ク
ル
ア
ー
ン
的
﹂
と
い
う
表

現
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
﹁
非
ク
ル
ア
ー
ン
的
﹂
な
ス
ー

フ
ィ
ズ
ム
の
存
在
を
前
提
と
す
る
。
彼
が
ま
ず
そ
の
対
象
と
し

た
の
は
、
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
に
特
有
の
専
門
用
語
で
あ
る
。
彼
は

そ
れ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

私
は
ム
ス
リ
ム
を
ス
ー
フ
ィ
ー
、
サ
ラ
フ
ィ
ー
、
そ
の
他

へ
と
分
裂
さ
せ
て
し
ま
っ
た
諸
々
の
用
語
の
廃
止
を
呼
び

か
け
て
い
る
。
講
義
の
な
か
で
は
兄
弟
た
ち
に
タ
サ
ウ
ウ

フ
︹
※
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
を
指
す
ア
ラ
ビ
ア
語
の
原
語
︺
と

い
う
語
を
排
除
す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
を
ク
ル
ア
ー
ン

と
ス
ン
ナ
に
見
ら
れ
る
表
現
に
戻
す
こ
と
を
呼
び
か
け
て

い
るま
。

ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
に
は
刷
新
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ス
ー

フ
ィ
ズ
ム
に
由
来
す
る
も
の
で
な
い
も
の
を
ス
ー
フ
ィ
ズ

ム
か
ら
取
り
除
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
害
悪
か
ら
ス
ー

フ
ィ
ズ
ム
を
清
め
る
こ
と
で
あ
るみ
。

　

こ
こ
か
ら
は
、
ク
フ
タ
ー
ロ
ー
が
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
の
専
門
用

語
を
廃
止
す
る
理
由
と
し
て
、
そ
れ
が
ム
ス
リ
ム
の
統
一
を
妨

げ
る
と
い
う
憂
慮
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、

先
述
し
た
超
党
派
主
義
と
い
う
彼
の
教
育
観
に
根
付
い
た
も
の

で
あ
る
。
同
時
に
彼
が
示
唆
す
る
の
は
、
ク
ル
ア
ー
ン
と
ス
ン

ナ
に
見
ら
れ
る
あ
り
方
に
戻
る
、
害
悪
か
ら
清
め
ら
れ
る
と
い

う
趣
旨
に
よ
っ
て
、
そ
の
独
自
性
の
排
除
が
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
の

価
値
の
切
り
下
げ
に
は
な
ら
な
い
こ
と
、
む
し
ろ
洗
練
、
純
化

さ
れ
る
こ
と
で
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
が
﹁
正
統
﹂
的
様
相
を
纏
う
こ

と
で
あ
る
。

　

一
方
、
活
動
面
で
軸
と
な
っ
た
の
は
、
ス
ー
フ
ィ
ー
教
団
を

母
体
と
し
た
宗
教
セ
ン
タ
ー
﹁
ア
ブ
ー
・
ヌ
ー
ル
﹂
の
存
在
で

あ
る
。
ク
フ
タ
ー
ロ
ー
は
、
１
９
３
０
年
代
に
父
を
継
い
で
ス
ー

フ
ィ
ー
教
団
の
指
導
者
と
な
っ
た
後
、
１
９
４
０
年
代
か
ら
50

年
代
に
か
け
て
ダ
マ
ス
カ
ス
や
周
辺
地
域
の
宗
教
教
師
を
歴
任
、

公
務
員
と
し
て
宗
教
教
育
者
の
キ
ャ
リ
ア
を
積
ん
だ
。
そ
の
絶

頂
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
１
９
６
４
年
の
最
高
ム
フ
テ
ィ
ー
就

任
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
、
彼
は
在
野
の
一
宗
教
活
動
家
、
い

わ
ば
私
人
と
し
て
の
面
と
、
国
家
を
代
表
す
る
宗
教
教
育
者
、
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つ
ま
り
公
人
と
し
て
の
面
を
兼
ね
備
え
た
新
し
い
宗
教
指
導
者

と
し
て
シ
リ
ア
国
内
で
頭
角
を
現
し
た
。
そ
れ
と
並
行
し
て
彼

は
、
自
身
が
指
導
す
る
ス
ー
フ
ィ
ー
教
団
の
修
道
場
で
あ
り
、

一
礼
拝
所
で
あ
っ
た
ア
ブ
ー
・
ヌ
ー
ル
・
モ
ス
ク
を
よ
り
公
共

的
な
場
所
へ
と
変
え
て
い
く
。
具
体
的
に
は
、
１
９
５
０
年
代

以
降
に
慈
善
活
動
を
行
う
公
益
法
人
、
イ
ス
ラ
ー
ム
諸
学
全
般

を
教
育
す
る
神
学
校
、
宗
教
間
対
話
を
行
う
財
団
法
人
を
併
設

し
、
そ
れ
を
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
に
限
ら
な
い
教
育
・
活
動
の
舞
台

と
し
た
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
背
景
に
も
、
先
述
の
﹁
ク
ル
ア
ー
ン
的
ス
ー

フ
ィ
ズ
ム
﹂
の
理
解
に
則
っ
て
批
判
し
た
﹁
非
ク
ル
ア
ー
ン
的
﹂

ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
の
存
在
、
さ
ら
に
言
え
ば
超
党
派
主
義
と
い
う

教
育
観
が
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
ク
フ
タ
ー
ロ
ー
は
ス
ー
フ
ィ

ズ
ム
の
厭
世
的
側
面
、
具
体
的
に
は
清
貧
︵
フ
ァ
ク
ル
︶
と
独
居

／
出
家
︵
ウ
ズ
ラ
︶
と
い
う
二
つ
の
側
面
を
批
判
し
、
そ
れ
を
踏

ま
え
て
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
の
修
道
場
が
、
多
く
の
人
々
が
交
流
す

る
、
社
会
に
開
か
れ
た
、
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
史
に
お
け
る
初
期
の

あ
り
方
に
戻
る
こ
と
を
提
唱
し
たむ
。

　

こ
の
よ
う
に
ク
フ
タ
ー
ロ
ー
は
、
ス
ー
フ
ィ
ー
の
指
導
者
と

し
て
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
の
価
値
を
認
め
つ
つ
も
、
一
方
で
当
時
の

政
治
・
社
会
状
況
が
抱
え
る
問
題
を
反
映
し
た
教
育
者
と
し
て

の
立
場
か
ら
そ
の
党
派
化
を
忌
避
し
、
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
を
潜
在

化
さ
せ
る
こ
と
に
取
り
組
ん
だ
。
そ
の
潜
在
化
し
た
ス
ー
フ
ィ

ズ
ム
の
あ
り
方
を
﹁
ク
ル
ア
ー
ン
的
﹂
と
位
置
付
け
る
こ
と
で
、

彼
は
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
と
サ
ラ
フ
ィ
ー
主
義
の
調
和
を
主
張
す
る

の
で
あ
る
。

５
　
結
論

─
二
人
の
対
話
を
振
り
返
る

　

こ
こ
ま
で
、
現
代
の
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
と
シ
リ
ア
の
宗
教
界

に
お
け
る
﹁
正
統
﹂
イ
ス
ラ
ー
ム
言
説
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教

権
威
の
背
景
を
通
し
て
眺
め
て
き
た
。
そ
の
上
で
、
最
後
に
改

め
て
冒
頭
の
彼
ら
に
よ
る
対
話
を
振
り
返
り
た
い
。

　

サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
の
宗
教
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
で
あ
る
イ
ブ
ン
・

バ
ー
ズ
は
、
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
を
ビ
ド
ア
と
位
置
付
け
る
同
国
の

建
国
理
念
、
ワ
ッ
ハ
ー
ブ
主
義
を
基
礎
と
し
た
サ
ラ
フ
ィ
ー
主

義
の
立
場
に
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
と
サ
ラ
フ
ィ
ー

主
義
を
相
反
す
る
も
の
と
見
な
し
、
そ
の
双
方
を
自
負
す
る
ク

フ
タ
ー
ロ
ー
の
立
場
に
矛
盾
を
見
た
こ
と
が
分
か
る
。
一
方
の
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ク
フ
タ
ー
ロ
ー
は
、
超
党
派
主
義
と
い
う
観
点
を
通
し
て
ス
ー

フ
ィ
ズ
ム
か
ら
特
有
の
専
門
用
語
等
を
取
り
除
き
、
そ
れ
を
ク

ル
ア
ー
ン
と
ス
ン
ナ
、
つ
ま
り
イ
ス
ラ
ー
ム
の
無
誤
謬
な
る
典

拠
に
︵
の
み
︶
基
づ
い
た
﹁
ク
ル
ア
ー
ン
的
﹂
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
へ

と
回
帰
さ
せ
た
。
そ
の
た
め
、
ビ
ド
ア
を
排
除
す
る
こ
と
で
﹁
正

統
﹂
イ
ス
ラ
ー
ム
を
主
張
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
自
身
の

ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
と
︵
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
の
︶
サ
ラ
フ
ィ
ー
主
義
に

異
な
る
点
は
な
く
、
そ
れ
ら
が
両
立
可
能
な
も
の
だ
と
主
張
し

た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
は
、
二
人
が
活
動
し
た
時
代
、
地
域
、

ま
た
そ
の
立
場
を
反
映
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
﹁
正
統
﹂
イ
ス
ラ
ー

ム
解
釈
の
一
端
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
こ
の
二
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
宗
教
に
か
か
わ

る
最
高
権
威

─
イ
ブ
ン
・
バ
ー
ズ
は
引
用
の
対
話
の
時
点
で

ま
だ
最
高
ム
フ
テ
ィ
ー
で
は
な
か
っ
た
が

─
で
あ
る
以
上
、

こ
の
対
話
は
あ
る
教
義
を
ど
う
解
釈
す
る
か
と
い
う
神
学
論
争

に
留
ま
ら
な
い
。
イ
ブ
ン
・
バ
ー
ズ
は
建
国
理
念
で
あ
る
ワ
ッ

ハ
ー
ブ
主
義
を
、
ク
フ
タ
ー
ロ
ー
は
バ
ア
ス
党
政
権
と
共
闘
す

る
公
式
イ
ス
ラ
ー
ム
を
掲
げ
、
い
ず
れ
も
体
制
の
庇
護
の
下
、

一
種
の
政
治
思
想
と
し
て
の
宗
教
言
説
の
形
成
に
貢
献
す
る
役

割
を
負
っ
て
い
た
。
そ
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
そ
の
宗
教
言
説

に
お
け
る
巧
み
さ
が
よ
り
際
立
つ
の
は
ク
フ
タ
ー
ロ
ー
で
あ
る
。

彼
が
訴
え
る
個
々
人
の
霊
性
の
涵
養
と
い
う
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
の

意
義
、
ま
た
彼
の
教
育
観
で
あ
る
超
党
派
主
義
は
、
ム
ス
リ
ム

と
そ
の
共
同
体
の
統
一
、
ま
た
祖
国
シ
リ
ア
の
連
帯
を
訴
え
る

も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
信
仰
実
践
を
私
事
化
し
、
党
派
主
義

を
否
定
す
る
こ
と
で
国
内
の
宗
教
勢
力
の
形
成
を
抑
制
も
す
る
。

こ
う
し
て
ク
フ
タ
ー
ロ
ー
の
理
解
は
結
果
と
し
て
、
ム
ス
リ
ム

同
胞
団
と
い
う
特
定
の
組
織
と
の
対
立
を
経
験
し
た
１
９
７
０

年
代
以
降
に
バ
ア
ス
党
が
求
め
た
﹁
公
式
イ
ス
ラ
ー
ム
﹂
の
要

求
を
満
た
す
も
の
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
近
代
、
あ
る
い

は
国
民
国
家
と
い
う
枠
組
み
を
通
し
て
見
た
場
合
、﹁
正
統
﹂
イ

ス
ラ
ー
ム
を
巡
る
解
釈
に
極
め
て
政
治
的
な
性
格
が
備
わ
っ
て

い
る
こ
と
も
見
過
ご
し
て
は
な
ら
な
い
。

注︵
1
︶
シ
ー
ア
派
や
そ
れ
に
類
す
る
諸
派
を
含
め
た
イ
ス
ラ
ー
ム
全
体

に
お
け
る
﹁
正
統
﹂
と
﹁
異
端
﹂
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
書
が

大
変
参
考
に
な
る
。
菊
地
達
也
﹃
イ
ス
ラ
ー
ム
教
﹁
異
端
﹂
と



121

「東洋学術研究」第53巻第２号

現代スンナ派イスラームにおける「正統」を巡る解釈

﹁
正
統
﹂
の
思
想
史
﹄
講
談
社
、
２
０
０
９
年
。

︵
2
︶
宮
本
久
雄
、
中
村
廣
治
郎
、
丸
井
浩
、
中
島
隆
藏
﹁
正
統
と
異
端
﹂

﹃
岩
波
思
想
・
哲
学
事
典
﹄
廣
松
歩
・
子
安
宣
邦
・
三
島
憲
一
・

宮
本
久
雄
・
佐
々
木
力
・
野
家
啓
一
・
末
木
文
美
士
編
、
岩
波

書
店
、
１
９
９
８
年
、
９
２
１
–２
頁
。

︵
3
︶
最
高
ム
フ
テ
ィ
ー
は
、
オ
ス
マ
ン
朝
下
に
存
在
し
た
制
度
が
同

朝
崩
壊
後
に
成
立
し
た
個
々
の
近
代
国
家
で
引
き
継
が
れ
た
も

の
で
あ
る
。
同
職
は
今
日
、
シ
リ
ア
、
レ
バ
ノ
ン
、
オ
マ
ー
ン

な
ど
の
ム
ス
リ
ム
諸
国
で
最
高
の
公
的
宗
教
権
威
と
さ
れ
る
。

な
お
同
職
が
設
け
ら
れ
て
は
い
る
が
、
最
高
の
公
的
宗
教
権
威

と
な
ら
な
い
例
と
し
て
、
同
職
よ
り
上
位
の
宗
教
権
威
を
設
け

る
エ
ジ
プ
ト
︵
ア
ズ
ハ
ル
大
学
総
長
︶、
ま
た
ム
ス
リ
ム
が
少

数
で
あ
り
同
職
が
一
公
的
機
関
や
法
人
格
を
持
た
な
い
団
体
の

代
表
と
な
る
国
々
︵
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
Ｃ
Ｉ
Ｓ
諸
国
な
ど
︶
が
挙

げ
ら
れ
る
。

︵
4
︶‘U

būd ‘A
bd A

llāh al-‘A
skarī, 2006, Ta’rīkh al-taṣaw

w
uf fī 

Sūriyyah: al-nasha’ah w
a-l-taṭūr, D

im
ashq: D

ār al-N
am

īr, 
2006, 32-3.

︵
5
︶A

bū al-Ḥ
asan N

adw
ī,  al-M

anhaj al-ṣūfī fī fikr w
a-da‘w

ah 
al-shaykh Aḥm

ad K
uftārū, D

im
ashq: B

ayt al-Ḥ
ikm

ah, 1999, 
118-9.  

︵
6
︶
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
け
る
一
般
的
な
理
解
で
は
、
神
か
ら
の
啓
示

を
受
け
た
者
が
預
言
者
︵
ナ
ビ
ー
︶
で
あ
り
、
そ
の
内
さ
ら
に

そ
の
啓
示
の
内
容
を
伝
え
る
こ
と
を
命
じ
ら
れ
た
者
が
使
徒

︵
ラ
ス
ー
ル
︶
で
あ
る
。

︵
7
︶  

牧
野
信
也
訳
﹃
ハ
デ
ィ
ー
ス
︿
３
﹀

︱
イ
ス
ラ
ー
ム
伝
承
集

成
﹄
中
央
公
論
社
、
２
０
０
１
年
、
３
８
１
頁
。

︵
8
︶
も
っ
と
も
、
書
物
と
し
て
の
ク
ル
ア
ー
ン
の
原
本
が
い
つ
作
成

さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
伝
承
に
お
い
て
も
諸
説
が
見
ら
れ
る
。

後
藤
明
﹁
ム
ハ
ン
マ
ド
の
生
涯
と
イ
ス
ラ
ー
ム
﹂﹃
イ
ス
ラ
ー

ム
の
歴
史
１
﹄
佐
藤
次
高
編
、
山
川
出
版
社
、
２
０
１
０
年
、

82
–３
頁
。

︵
9
︶
元
来
﹁
道
﹂
を
意
味
す
る
﹁
シ
ャ
リ
ー
ア
﹂
は
、
啓
示
に
含
ま

れ
る
御
教
え
そ
の
も
の
を
指
す
た
め
、
人
定
法
や
成
文
法
を
想

定
し
た
﹁
法
︵
律
︶﹂
に
は
該
当
し
な
い
が
、
こ
こ
で
は
便
宜

上
そ
れ
を
﹁
聖
法
﹂
と
言
い
表
す
。

︵
10
︶
六
書
と
は
次
の
ハ
デ
ィ
ー
ス
集
を
指
す
。﹃
ブ
ハ
ー
リ
ー
の
真

正
集
﹄、﹃
ム
ス
リ
ム
・
イ
ブ
ン
・
ハ
ッ
ジ
ャ
ー
ジ
ュ
の
真
正

集
﹄、﹃
イ
ブ
ン
・
マ
ー
ジ
ャ
の
ス
ナ
ン
︵
※
ス
ン
ナ
の
複
数

形
︶﹄、﹃
ア
ブ
ー
・
ダ
ー
ウ
ー
ド
の
ス
ナ
ン
﹄、﹃
テ
ィ
ル
ミ

ズ
ィ
ー
の
真
正
集
﹄、﹃
ナ
サ
ー
イ
ー
の
ス
ナ
ン
﹄。

︵
11
︶﹃
日
訳　

サ
ヒ
ー
フ
ム
ス
リ
ム
﹄
第
３
巻
、
日
本
サ
ウ
デ
ィ
ア

ラ
ビ
ア
協
会
、
１
９
８
９
年
、
４
９
８
–９
頁
。

︵
12
︶
通
常
﹁
初
期
の
世
代
﹂
と
は
、
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
に
直
接
従

っ
た
者
を
第
一
世
代
と
し
た
三
世
代
を
指
す
。

︵
13
︶
た
だ
し
、
一
般
的
な
文
脈
で
は
、
ビ
ド
ア
が
必
ず
し
も
否
定
的

な
意
味
合
い
を
持
た
ず
、
単
に
﹁
サ
ラ
フ
の
時
代
に
は
な
か
っ

た
も
の
﹂
を
意
味
す
る
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。

大
塚
和
夫
﹃
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
と
は
何
か
﹄
岩
波
書
店
、
２
０

０
４
年
、
41
頁
。
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︵
14
︶
盟
約
の
詳
細
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
森
伸
生
﹃
サ
ウ
デ
ィ

ア
ラ
ビ
ア
︱
︱
二
聖
都
の
守
護
者
﹄
山
川
出
版
社
、
２
０
１
４

年
、
５
–10
頁
。

︵
15
︶
建
国
史
の
始
ま
り
に
対
す
る
今
日
の
一
般
の
意
識
は
第
一
次
王

国
よ
り
第
三
次
王
国
に
置
か
れ
る
向
き
も
あ
る
が
、
１
９
９
２

年
に
第
三
次
王
朝
の
フ
ァ
ハ
ド
第
五
代
国
王
︵
１
９
２
１
–２

０
０
５
、
在
位
１
９
８
２
–２
０
０
５
︶
が
発
布
し
た
統
治
基

本
法
︵
憲
法
に
相
当
︶
に
お
い
て
、﹁
王
国
は
イ
ス
ラ
ー
ム
の

教
義
を
保
護
し
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
を
適
用
し
、
善
行
を
勧
め
、

悪
を
罰
し
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
求
め
る
義
務
を
履
行
す
る
﹂︵
第

23
条
︶
と
あ
る
よ
う
に
、
１
７
４
４
年
の
盟
約
の
内
容
は
サ
ウ

ジ
ア
ラ
ビ
ア
の
国
家
理
念
と
し
て
今
日
に
至
る
ま
で
概
ね
残
さ

れ
て
い
る
。

︵
16
︶‘A

bd al-‘A
zīz bin ‘A

bd A
llāh bin Bāz, Sharḥ K

itāb al-taw
ḥīd, 

al-R
iyādh: M

aktabah al-H
idāyah al-M

uḥam
m

adī, n.d.

︵
17
︶
森
、
上
掲
書
、
１
１
７
頁
。

︵
18
︶
そ
の
代
表
と
言
え
る
の
が
、
ア
ラ
ビ
ア
語
で
﹁
ワ
リ
ー
﹂
な
ど

と
呼
ば
れ
る
聖
者
の
存
在
で
あ
る
。
聖
者
の
様
々
な
あ
り
方
に

つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
私
市
正
年
﹃
イ
ス
ラ
ム
聖
者

─
奇

跡
・
予
言
・
癒
し
の
世
界
﹄
講
談
社
、
１
９
９
６
年
。

︵
19
︶
歴
史
上
見
ら
れ
た
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
批
判
の
多
様
な
あ
り
方
に
つ

い
て
は
以
下
を
参
照
。Frederick de Jong &

 B
ernd R

adtke 
(eds.), Islam

ic M
ysticism

 C
ontested: Thirteen C

enturies of 
C

ontroversies and Polem
ics, Leiden/B

oston/K
öln: B

rill, 
1999.

︵
20
︶
東
長
靖
﹃
イ
ス
ラ
ー
ム
と
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム

─
神
秘
主
義
・
聖

者
信
仰
・
道
徳
﹄
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
２
０
１
３
年
、
42
–

３
頁
。

︵
21
︶
西
洋
史
の
区
分
で
あ
る
﹁
中
世
﹂
の
語
を
イ
ス
ラ
ー
ム
史
の
文

脈
で
用
い
る
こ
と
に
は
慎
重
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
こ

で
は
差
し
当
た
り
、
ム
ハ
ン
マ
ド
及
び
正
統
ハ
リ
ー
フ
ァ
の
時

代
の
後
、
各
地
で
ム
ス
リ
ム
社
会
の
王
朝
が
興
り
、
そ
れ
ら
が

西
欧
諸
国
に
よ
る
植
民
地
化
に
よ
っ
て
崩
壊
す
る
ま
で
の
間
を

指
す
も
の
と
す
る
。

︵
22
︶
ス
ン
ナ
派
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
と
し
て
の
サ
ラ
フ
ィ
ー
主
義
の
系

譜
は
、
中
世
の
ハ
ン
バ
ル
派
法
学
者
で
あ
る
イ
ブ
ン
・
タ
イ

ミ
ー
ヤ
︵
１
２
５
８
–１
３
２
６
︶
を
理
論
的
基
礎
と
し
、
現

代
の
サ
ラ
フ
ィ
ー
主
義
の
形
成
者
と
し
て
イ
ブ
ン
・
ア
ブ
ド
ゥ

ル
ワ
ッ
ハ
ー
ブ
、
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ア
ブ
ド
ゥ
フ
︵
１
８
４
９
–

１
９
０
５
︶、
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ラ
シ
ー
ド
・
リ
ダ
ー
︵
１
８
９

８
–１
９
３
５
︶
ら
を
辿
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。Pessah 

Shinar, “Salafiyya,” in Encyclopedia of Islam
, N

ew
 Edition, 

vol. V
III , Leiden: B

rill, 1995, 900-6

／
末
近
浩
太
﹁
サ
ラ

フ
ィ
ー
主
義
﹂﹃
岩
波
イ
ス
ラ
ー
ム
辞
典
﹄
大
塚
和
夫
・
小
杉

泰
・
小
松
久
男
・
東
長
靖
・
羽
田
正
・
山
内
昌
之
編
、
岩
波
書

店
、２
０
０
２
年
、４
１
８
頁
。も
っ
と
も
、彼
ら
が
必
ず
し
も

同
じ
﹁
サ
ラ
フ
ィ
ー
主
義
﹂
を
展
開
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
イ

ブ
ン
・
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ワ
ッ
ハ
ー
ブ
は
伝
統
的
な
ス
ン
ナ
派
イ
ス

ラ
ー
ム
学
者
で
、
ア
ラ
ビ
ア
半
島
中
央
の
ナ
ジ
ュ
ド
地
方
と
い

う
当
時
の
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
後
進
地
域
で
、
ビ
ド
ア
を
排
し
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た
ム
ス
リ
ム
社
会
の
建
設
を
サ
ウ
ー
ド
王
家
と
と
も
に
進
め

た
、サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
建
国
の
思
想
的
後
見
で
あ
る
。一
方
、ア

ブ
ド
ゥ
フ
と
リ
ダ
ー
は
世
俗
教
育
を
受
け
た
モ
ダ
ニ
ス
ト
で
、

エ
ジ
プ
ト
と
シ
リ
ア
と
い
う
当
時
の
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
先
進

地
域
で
、植
民
地
主
義
へ
の
抵
抗
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
、近
代

科
学
を
取
り
込
ん
だ
新
し
い
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
を
展
開
し
た
、

近
代
黎
明
期
の
改
革
思
想
家
で
あ
る
。
こ
う
し
た
違
い
に
よ
る

﹁
サ
ラ
フ
ィ
ー
主
義
﹂
の
多
様
な
あ
り
方
に
つ
い
て
網
羅
し
て

い
る
研
究
は
限
ら
れ
る
が
、
比
較
的
ま
と
ま
っ
た
も
の
と
し
て

以
下
の
も
の
が
あ
る
。Richard G

auvain, Salafi Ritual Purity: 
In the Presence of G

od, London/N
ew

 York: R
outledge, 2013, 

3-14.

︵
23
︶N

āṣir bin ‘A
bd al-K

arīm
 al-‘A

ql, Islām
iyyah, lā w

ahhābiyyah, 
al-R

iyādh: D
ār al-Faḍīlah, 2007, 394-5.

︵
24
︶‘A

bd al-‘A
zīz bin ‘A

bd A
llāh bin B

āz, M
ajm

ū‘ fatāw
ā w

a-
m

aqālāt m
utanaw

w
i‘ah, vol. 9, B

uraydah: D
ār A

ṣdā’ al-
M

ujtam
a‘, 1997, 230-3.

︵
25
︶
森
伸
生
﹁
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
の
体
制
派
宗
教
勢
力
﹂﹃
サ
ウ

デ
ィ
・
ア
ラ
ビ
ア
の
総
合
的
研
究
﹄
日
本
国
際
問
題
研
究
所
編
、

日
本
国
際
問
題
研
究
所
、
２
０
０
１
年
、
１
７
１
–２
頁
。

︵
26
︶M
uham

m
ad A

l A
taw

neh, W
ahhābī Islam

 Facing the C
hallenge 

of M
odernity: D

ār al-Iftā in the M
odern Saudi State, Leiden/

B
oston: B

rill, 2010, 8-10.

︵
27
︶
こ
う
し
た
背
景
を
受
け
て
、
フ
ァ
イ
サ
ル
国
王
の
時
代
は
シ
ャ

イ
フ
家
衰
退
の
時
代
と
し
ば
し
ば
言
わ
れ
る
。Stig Stenslie, 

R
egim

e Stability in Saudi A
rabia, L

ondon/N
ew

 Y
ork: 

R
outledge, 2012, 44.  

︵
28
︶
18
世
紀
に
宗
教
学
者
と
豪
族
と
の
同
盟
を
通
し
て
興
っ
た
新
興

の
国
民
国
家
で
あ
る
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
に
対
し
て
、
シ
リ
ア
に

は
長
い
イ
ス
ラ
ー
ム
の
伝
統
が
存
在
す
る
。
特
に
そ
の
首
都
ダ

マ
ス
カ
ス
は
、
ウ
マ
イ
ヤ
朝
の
後
も
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
︵
７
５
０

–１
２
５
８
︶、
セ
ル
ジ
ュ
ー
ク
朝
︵
１
０
８
５
–１
１
１
７
︶、

ア
イ
ユ
ー
ブ
朝
︵
１
１
７
１
–１
３
４
２
︶、マ
ム
ル
ー
ク
朝
︵
１

２
５
０
–１
５
１
７
︶、
オ
ス
マ
ン
朝
︵
１
２
９
９
–１
９
２
２
︶

と
い
っ
た
イ
ス
ラ
ー
ム
王
朝
に
お
い
て
主
要
都
市
の
一
つ
で
あ

り
続
け
た
。

︵
29
︶Line K

hatib, Islam
ic Revivalism

 in Syria: The Rise and Fall 
of Ba‘thist Secularism

, N
ew

 York: R
outledge, 2011, 89-90.

︵
30
︶
こ
れ
は
彼
の
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
理
解
を
包
括
し
た
表
現
で
あ
る
。

M
uḥam

m
ad Shaykhānī, al-Tarbiyah al-rūḥiyyah bayna al-

ṣūfiyyīn w
a-l-salafiyyīn, n.p.: D

ār Q
atībah, 1995, 292.  

も
っ

と
も
、
こ
こ
で
用
い
ら
れ
る
﹁
ク
ル
ア
ー
ン
的
﹂
と
い
う
語
は
、

た
ん
に
﹁
ク
ル
ア
ー
ン
に
倣
っ
た
﹂
と
い
う
、
イ
ス
ラ
ー
ム
と

し
て
は
常
識
的
な
意
味
し
か
持
た
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
な
が
ら
、
彼
の
考
え
る
﹁
非
正
統
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
﹂
が
即

ち
﹁
非
ク
ル
ア
ー
ン
的
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
﹂
で
あ
る
こ
と
を
考
え

る
と
、
そ
れ
を
確
認
す
る
こ
と
は
彼
の
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
理
解
を

捉
え
る
た
め
の
十
分
な
手
が
か
り
と
な
ろ
う
。

︵
31
︶‘Im

ād ‘A
bd al-Ṭaif N

addāf, al-Shaykh A
ḥm

ad K
uftārū 

yataḥaddathu, D
im

ashq: D
ār al-R

ashīd, 2005, 85.
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︵
32
︶N

addā f, ibid., 304 .

︵
33
︶
何
故
な
ら
修
道
場
に
引
き
こ
も
る
こ
と
は
、
ム
ス
リ
ム
共
同
体

と
宣
教
の
放
棄
に
つ
な
が
る
行
為
だ
か
ら
で
あ
る
。A

bū al-
Ḥ

asan N
adw

ī, al-M
anhaj al-ṣūfī fī fikr w

a-da‘w
ah al-shaykh 

Aḥm
ad K

uftārū, D
im

ashq: B
ayt al-Ḥ

ikm
ah, 1999, 79-81.  

な

お
、
初
期
の
ス
ー
フ
ィ
ー
教
団
の
修
道
場
が
多
様
な
役
割
を
果

た
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。N

ile G
reen, 

Sufism
: A G

lobal H
istory, N

ew
 York: W

iley-B
lackw

ell, 
2012, 55-9.

︵
た
か
お　

け
ん
い
ち
ろ
う
／
上
智
大
学
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
・

共
同
研
究
所
員
︶

※
２
０
１
４
年
７
月
29
日
に
行
わ
れ
ま
し
た
。


