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イ
ス
ラ
ー
ム
哲
学
に
お
け
る
調
和
の
問
題

　

─
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
『
有
徳
都
市
』
の
見
解
を
中
心
に

─

山
崎
達
也

は
じ
め
に

　

本
報
告
で
は
、
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
の
『
有
徳
都
市
の
住
民
が

も
つ
見
解
の
諸
原
理
』（K

itāb fi M
abādi’ ārā’ ahl al-m

adīna al-

fāḍil あa

）
を
取
り
上
げ
、そ
の
内
容
を
検
討
す
る
こ
と
で
、イ
ス
ラ
ー

ム
哲
学
に
お
け
る
調
和
に
関
す
る
一
考
察
と
し
た
い
。
た
だ
、

本
書
は
調
和
を
主
要
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま

た
「
調
和
」
と
い
う
概
念
に
と
く
に
言
及
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
し
か
し
、
本
書
に
一
貫
し
て
流
れ
て
い
る
通
奏
低
音
は

新
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
現
出

す
る
位
階
構
造
か
ら
調
和
の
思
想
を
読
み
取
る
こ
と
は
む
ず
し

い
こ
と
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

１
　
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
の
略
歴
と
著
作

　

フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
（A

bū  N
aṣ r M

uḥ am
m

ad b. M
uḥ am

m
dad b. 

Tarkhā n b. Aw
asalugh al-Fā rā bī

）
は
８
７
０
年
頃
、
中
央
ア
ジ
ア

の
フ
ァ
ー
ラ
ー
ブ
地
方
に
あ
る
ワ
シ
ー
ジ
ュ
（
現
在
の
カ
ザ
フ
共

和
国
）
に
生
ま
れ
て
い
る
。
父
方
が
ト
ル
コ
系
で
あ
っ
た
こ
と
は

確
実
で
あ
る
が
、
ト
ル
コ
語
で
書
か
れ
た
著
作
は
残
っ
て
い
な

い
。
若
い
と
き
か
ら
お
そ
ら
く
長
年
バ
グ
ダ
ー
ド
に
留
ま
り
、
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そ
こ
で
ネ
ス
ト
リ
ウ
ス
派
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
か
ら
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の
論
理
学
を
学
ん
で
い
る
。
そ
こ
か
ら
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ

ノ
ポ
リ
ス
で
学
び
、
そ
の
後
ダ
マ
ス
カ
ス
に
留
ま
り
、
一
時
エ

ジ
プ
ト
に
行
っ
た
が
、
再
び
ダ
マ
ス
カ
ス
に
戻
り
、
80
歳
で
亡

く
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　

さ
て
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
の
著
作
は
多
岐
に
わ
た
り
、
な
お
か

つ
そ
の
量
は
膨
大
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
著
作
と
し
て
は
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
論
理
学
の
註
解
書
『
命
題
論
註
釈
』（Sharḥ 

al-Fārābī li-K
itāb Arisṭūṭālīs fī al-ʻIbāra

）、

プ
ラ
ト
ン
の
『
法
律
』
の
註
解
書
『
法
律
篇
要
約
』（Talkhīs 

N
aw

ām
īs Aflāṭūn

）、

『
プ
ラ
ト
ン
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
両
哲
学
の
融
和
』（K

iābu 

al-Jam
ʻ bayn al-Ḥ

akīm
ayn Aflāṭūn Ilāhī w

a Arisṭūṭālīs
）、

『
諸
学
問
の
列
挙
』（Ihṣā’ al-ʻU

lūm

）、

『
幸
福
の
達
成
』（Taḥṣīl al-Saʻāda

）、

『
文
字
の
書
』（K

itāb al-Ḥ
urūf

）、

『
知
性
に
関
す
る
書
簡
』（Risāla fī al-ʻAql

）

等
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　

こ
の
ほ
か
に
も
心
理
学
や
音
楽
に
関
す
る
著
作
も
あ
る
。
以

上
の
こ
と
か
ら
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
は

ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
位
置
に
あ
る
と
考
え

ら
れ
、
イ
ス
ラ
ー
ム
哲
学
世
界
で
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
「
第

一
の
師
」（al-m

uḥ arrik al-aw
w

al

）
と
呼
ば
れ
る
の
に
対
し
て
、

フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
は
「
第
二
の
師
」（al-m

uʻ allim
 al-thā nī

）
と
呼

ば
れ
る
。２

　
有
徳
都
市
の
構
成
と
秩
序

　

今
回
取
り
上
げ
る
『
有
徳
都
市
』
は
こ
れ
ま
で
多
く
の
言
語

ファーラービーは弦楽器ウードの名手と
して知られる音楽家でもあり、教育にお
いても音楽を重視した。彼によって音響
学、作曲法その他の音楽理論は大きく発
展した。図は著作『音楽大全』から。弦楽
器シャールード（Shahrud）を描いたもの
とされる（from Wikimedia Commons）
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に
訳
さ
れ
研
究
さ
れ
て
き
た
、
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
の
代
表
作
で

あ
る
。
最
新
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
は
９
４
２

年
（
イ
ス
ラ
ー
ム
暦
３
３
０
年
）
に
バ
グ
ダ
ー
ド
で
本
書
の
執
筆
を

開
始
し
、
翌
年
の
９
４
３
年
に
ダ
マ
ス
カ
ス
で
完
成
さ
せ
て
い

るい。
本
書
は
、
そ
の
表
題
に
か
ぎ
っ
て
見
る
と
、
政
治
学
的
領

域
に
属
す
る
も
の
と
い
う
印
象
を
受
け
る
が
、
し
か
し
実
際
に

は
、
自
然
学
、
天
体
論
、
生
成
消
滅
論
、
生
理
学
、
魂
論
的
要

素
を
含
み
、
そ
れ
ら
に
一
貫
す
る
基
本
的
骨
格
は
神
を
す
べ
て

の
存
在
す
る
も
の
の
第
一
原
因
と
解
す
る
形
而
上
学
（
神
学う）

で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
本
書
は
、
校
訂
者
ウ
ォ
ル
ザ
ー
（R

. 

W
alzer, 1901 -1975

）
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
フ
ァ
ー
ラ
ー

ビ
ー
の
「
哲
学
大
全
」（Sum

m
a Philosophiae

）
と
い
う
こ
と
が

で
き
るえ
。

　

第
15
章
冒
頭
に
お
い
て
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
は
、
人
間
に
は
自

然
的
本
性
（fiṭ ra ṭ abīʻ ya

）
が
神
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
と

述
べ
る
。
し
か
し
そ
の
本
性
の
完
全
性
に
到
達
す
る
こ
と
は
人

間
一
人
の
力
で
は
不
可
能
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
協
力
す
る

多
く
の
人
々
の
集
団
す
な
わ
ち
人
間
社
会
が
必
要
と
な
るお
。
社

会
は
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
に
よ
っ
て
二
つ
、
す
な
わ
ち
完
全
な
社

会
と
不
完
全
な
社
会
に
分
類
さ
れ
る
。
完
全
な
社
会
は
さ
ら
に

大
・
中
・
小
の
三
つ
に
区
分
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
居
住
可
能
地
域

全
体
の
社
会
い
わ
ば
人
類
共
同
体
、
居
住
可
能
地
域
の
一
部
の

民
族
共
同
体
い
わ
ゆ
る
「
ウ
ン
マ
」（um

m
a

）、
そ
し
て
民
族
共

同
体
の
領
域
の
一
部
で
あ
る
都
市
の
住
民
の
社
会
で
あ
る
。
不

完
全
な
社
会
と
は
、
村
、
街
区
、
街
路
そ
し
て
最
小
単
位
と
し

て
家
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　

フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
は
完
全
な
社
会
で
あ
る
都
市
（m

adī na

）
を

取
り
上
げか、
そ
れ
が
有
徳
都
市
で
あ
る
と
す
る
根
拠
を
次
の
よ

う
に
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
有
徳
都
市
と
は
「
人
び
と
の
集
合
に

よ
っ
て
真
の
意
味
で
の
幸
福
を
獲
得
す
る
た
め
の
諸
物
に
対
し

て
協
力
が
意
図
さ
れ
て
い
る
都
市き
」
と
定
義
さ
れ
る
。
フ
ァ
ー

ラ
ー
ビ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
有
徳
都
市
は
健
康
で
完
全

な
身
体
に
類
似
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
健
康
な
身
体
に
お
い

て
は
す
べ
て
の
器
官
が
そ
の
生
を
完
全
に
し
、
健
康
を
維
持
す

る
た
め
に
協
力
し
て
い
る
。
す
べ
て
の
器
官
は
本
性
と
能
力
に

お
い
て
優
劣
が
あ
り
、
一
次
的
支
配
権
を
も
つ
の
は
心
臓
で
あ

り
、
心
臓
（qalb
）
は
脳
（dim

ā gh

）
を
支
配
しく、
脳
は
肝
臓
（kabid

）

を
支
配
し
、
他
の
諸
器
官
へ
と
そ
の
支
配
関
係
は
及
ぶ
。
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脳
の
調
整
機
能
を
二
次
的
支
配
と
し
て
心
臓
が
最
下
部
の
生

殖
機
能
に
至
る
ま
で
支
配
す
る
こ
と
で
身
体
の
健
康
が
保
た
れ

る
よ
う
に
、
有
徳
都
市
に
お
い
て
も
位
階
構
造
を
軸
に
し
て
、

一
次
的
支
配
者
の
意
図
が
複
数
の
支
配
階
級
を
経
て
都
市
の
最

下
位
の
人
び
と
に
ま
で
伝
え
ら
れ
て
い
く
。
ま
た
、
身
体
に
お

け
る
諸
器
官
が
自
然
本
性
的
に
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
有
徳

都
市
を
構
成
す
る
人
々
も
天
性
に
お
い
て
異
な
っ
て
お
り
、
性

質
に
お
い
て
優
劣
が
あ
る
。
構
成
員
の
各
々
は
性
質
と
習
慣
を

も
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
自
然
本
性
的
で
は
な
く
、
意
志
的
な

も
の
で
あ
るけ
。
こ
こ
に
有
徳
都
市
に
お
け
る
支
配
構
造
と
自
然

本
性
と
い
う
観
点
か
ら
の
み
説
明
さ
れ
る
身
体
の
場
合
と
の
相

違
点
が
あ
る
。

　

こ
の
位
階
は
さ
ら
に
因
果
律
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
身
体
に
お
い
て
は
、
心
臓
が
他
の
諸
器
官
が
形
成
さ

れ
る
原
因
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
ら
の
器
官
が
そ
れ
ぞ
れ
の
能
力

を
獲
得
す
る
原
因
で
も
あ
る
。
有
徳
都
市
に
お
い
て
も
同
様
に
、

支
配
者
が
そ
の
都
市
が
生
じ
る
原
因
で
あ
り
、
都
市
の
諸
部
分

が
も
つ
意
志
的
習
慣
が
生
じ
る
原
因
で
も
あ
る
。
こ
こ
で
問
題

と
な
る
の
は
、
有
徳
都
市
の
支
配
者
が
支
配
者
で
あ
る
か
ぎ
り

の
原
因
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ

れ
は
支
配
者
の
資
質
に
関
わ
る
問
題
で
あ
り
、
そ
し
て
支
配
者

が
そ
の
資
質
を
獲
得
す
る
根
拠
の
問
題
で
も
あ
る
。

　

さ
て
こ
の
問
題
は
実
は
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
の
形
而
上
学
に
属

す
る
問
題
で
も
あ
る
。
そ
の
形
而
上
学
の
特
色
と
は
す
な
わ
ち
、

因
果
系
列
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
位
階
構
造
に
よ
っ
て
構
築

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
因
果
系
列
は
当
然
な
が
ら
、

究
極
の
原
因
す
な
わ
ち
他
の
い
か
な
る
も
の
を
も
原
因
と
し
て

も
つ
こ
と
な
く
、
他
の
す
べ
て
の
存
在
者
の
原
因
と
な
る
必
然

的
存
在
者
（al-w

ā jiib al-w
ujū d

）
を
措
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ

れ
が
す
な
わ
ち
第
一
原
因
（al-sabab al-aw

w
al

）
と
し
て
の
神

（A
llā h

）
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
上
記
の
問
題
を
考
察
す
る
に
あ
た

り
、
ま
ず
は
第
一
原
因
は
い
か
な
る
性
質
を
も
っ
て
い
る
の
か
、

と
い
う
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。

３
　
第
一
原
因
と
し
て
の
神

　

第
一
原
因
と
し
て
の
神
は
「
第
一
者
」（al-aw

w
al

）、「
第
一
存

在
者
」（al-w

ujū d al-aw
w

al

）、「
第
一
実
体
」（al-jaw

har al-aw
w

-

al

）、
あ
る
い
は
端
的
に
「
一
者
」（w

āḥ id

）
と
も
表
記
さ
れ
る
。
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そ
の
性
質
に
つ
い
て
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

①
そ
れ
（
第
一
原
因
）
は
い
か
な
る
欠
如
も
も
た
な
い

②
そ
の
存
在
は
最
も
優
れ
た
存
在
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
存
在

に
先
在
し
て
い
る

③
し
た
が
っ
て
そ
の
存
在
、
実
体
が
無
に
損
な
わ
れ
る
こ
と

は
不
可
能
で
あ
る

④
い
か
な
る
可
能
態
に
お
け
る
存
在
を
も
つ
こ
と
は
不
可
能

⑤
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
始
ま
り
が
な
く
（azali

）、
そ
の
実
体

と
そ
の
本
質
（dhat

）
に
よ
っ
て
永
遠
に
存
在
（dā’im

 al-

w
ujūd

）
す
る

⑥
そ
れ
は
質
料
因（causa m

aterialis

）、形
相
因（causa form

alis

）、

作
出
因
（causa efficiens

）、
目
的
因
（causa finalis

）
を
も
た

な
い

　

第
一
原
因
が
い
か
な
る
欠
如
も
も
た
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

自
己
自
身
に
お
い
て
完
結
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
るこ
。
そ
れ

に
対
し
て
、
第
一
原
因
以
外
の
存
在
は
何
ら
か
の
欠
如
を
も
っ

て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
第
一
原
因
は
す
べ
て
の
存
在
を
卓
越

し
た
超
越
的
存
在
と
し
て
性
格
づ
け
ら
れ
る
。
そ
の
存
在
の
自

己
完
結
性
に
は
い
か
な
る
意
味
の
無
も
入
り
込
む
余
地
は
な
い
。

フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
は
こ
の
自
己
完
結
性
に
対
し
て
可
能
態
を
ま

っ
た
く
含
ま
な
い
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
風
に
表
現
し
て
い
る
。

つ
ま
り
可
能
態
を
ま
っ
た
く
含
ま
な
い
存
在
者
と
は
、
自
己
の

本
質
に
よ
っ
て
現
実
態
と
し
て
存
在
し
て
い
る
必
然
的
存
在
者

を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
一
原
因
は
自
己
の
存
在
の
い

か
な
る
原
因
も
も
た
な
い
の
で
、
そ
の
存
在
は
不
生
不
滅
で
あ

り
、
時
間
を
超
越
し
た
永
遠
な
る
存
在
者
で
あ
る
こ
と
が
帰
結

す
る
。
そ
の
存
在
は
一
応
、《
実
体
》
と
し
て
表
示
さ
れ
う
る
が
、

し
か
し
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
『
自
然
学
』（Physica

）
で
提
示
し

た
四
原
因
を
い
っ
さ
い
も
た
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
実
体

は
質
料
（ὕλη: m

ateria

）
で
も
な
く
、
何
ら
か
の
事
物
に
基
体

（ὑπ
οκείμενον: substratum

）
と
し
て
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
し
、
質
料
の
な
か
で
そ
の
存
在
性
を
確
保
す
る
形
相

（ἔιδος: form
a

）
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
そ
の
実

体
に
お
け
る
自
己
完
結
性
は
自
己
以
外
に
い
か
な
る
目
標
・
目

的
も
も
つ
こ
と
は
な
いさ
。

　

第
一
原
因
と
し
て
の
神
は
い
わ
ば
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
は
、

自
己
完
結
し
た
絶
対
的
・
必
然
的
存
在
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
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が
で
き
る
。
し
か
し
神
を
因
果
系
列
の
頂
点
に
置
く
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
こ
か
ら
す
べ
て
の
存
在
者
が
流
出
し
て
い
く
位
階
構

造
が
構
想
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ
で
は
神
は
そ
の
他
の

存
在
者
と
の
関
係
の
な
か
で
相
対
的
に
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

４
　
流
出
論
的
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー

　

た
と
え
ば
因
果
系
列
の
な
か
で
は
神
は
万
物
の
始
原
と
し
て

語
ら
れ
る
。
つ
ま
り
神
は
す
べ
て
の
存
在
者
に
存
在
を
も
た
ら

す
。
こ
の
存
在
付
与
は
神
で
あ
る
第
一
者
の
存
在
が
流
出
（faiḍ

）

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
実
現
す
る
。
第
一
者
か
ら
流
出
す
る

存
在
者
は
量
的
に
多
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
卓
越
性
に
お
い
て

も
異
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
す
べ
て
の
存
在
者
は
第
一
者
の
実

体
か
ら
流
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
存
在
者
全
体
の
位
階
が
そ

れ
ら
の
本
性
の
優
劣
に
応
じ
て
秩
序
づ
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
自

分
に
ふ
さ
わ
し
い
存
在
と
位
階
を
獲
得
す
る
。
そ
の
位
階
は
、

最
も
完
全
な
存
在
か
ら
は
じ
ま
り
、
次
に
そ
れ
よ
り
少
し
不
完

全
な
存
在
が
続
き
、
さ
ら
に
よ
り
不
完
全
な
も
の
が
来
る
、
と

い
う
具
合
に
ず
っ
と
続
い
て
い
き
、
最
後
に
、
こ
れ
よ
り
下
に

は
も
う
存
在
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
よ
う
な
最
低
の
存
在

す
な
わ
ち
第
一
質
料
（al-m

aw
ā dd al-ū lā

）
で
終
わ
る
。

　

以
上
の
位
階
構
造
の
な
か
で
第
一
者
は
、
自
己
の
存
在
の
下

に
あ
る
ど
の
よ
う
な
存
在
も
無
視
す
る
こ
と
の
な
い
寛
大
な
る

者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
の
寛
大
さ
は
自
ら
の
実
体
に
存

す
る
。
さ
ら
に
第
一
者
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
秩
序
づ
け
、
全
存

在
者
に
そ
れ
ぞ
れ
の
位
階
に
し
た
が
っ
て
存
在
を
割
り
与
え
る

公
正
な
る
者
で
あ
り
、
そ
の
公
正
さ
は
自
ら
の
実
体
に
存
す
るし
。

　

第
一
者
か
ら
永
遠
の
う
ち
に
第
二
者
が
流
出
す
る
。
こ
の
第

二
者
は
第
一
知
性す
と
呼
ば
れ
、
い
わ
ば
最
高
の
被
造
物
で
あ
る
。

こ
の
第
一
知
性
が
第
一
者
を
思
惟
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
第
二
知

性
が
流
出
し
、
第
二
知
性
が
自
己
自
身
を
思
惟
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
第
一
天せ
が
生
ま
れ
る
。
第
二
知
性
が
第
一
者
を
思
惟
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
第
三
知
性
が
流
出
し
、
第
三
知
性
が
自
己
自
身

を
思
惟
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
恒
星
天
が
生
ま
れ
る
。
以
下
、
こ

の
作
業
が
繰
り
返
さ
れ
、
第
四
知
性
か
ら
第
五
知
性
と
土
星
、

第
五
知
性
か
ら
第
六
知
性
と
木
星
、
第
六
知
性
か
ら
第
七
知
性

と
火
星
、
第
七
知
性
か
ら
第
八
知
性
と
太
陽
、
第
八
知
性
か
ら

第
九
知
性
と
金
星
、
第
九
知
性
か
ら
第
十
知
性
と
月
天
球
が
生

ま
れ
る
。
第
十
知
性
は
能
動
知
性
（ʻ aql faʻʻā l

）
と
呼
ば
れ
る
。
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第
一
者
か
ら
十
の
離
存
知
性
が
永
遠
の
う
ち
に
流
出
し
、
九
つ

の
天
体
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
こ
に
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー

が
完
成
す
る
。

　

月
天
球
の
下
の
世
界
（
月
下
界
）
が
わ
れ
わ
れ
の
経
験
的
世
界

で
あ
る
。
そ
こ
に
存
在
す
る
も
の
は
、
火
、
空
気
、
水
、
土
の

四
元
素
と
水
蒸
気
、
炎
、
石
な
ど
の
鉱
物
、
植
物
、
非
理
性
的

動
物
そ
し
て
理
性
的
動
物
の
人
間
で
あ
る
。
そ
し
て
月
下
界
の

存
在
者
は
す
べ
て
質
料
（m

ā dda w
a hayū lā

）
と
形
相
（sū ra w

a 

hay’ a

）
に
依
存
し
て
い
る
。

５
　
理
性
的
存
在
者
と
し
て
の
人
間

　

人
間
が
生
じ
る
と
き
、
そ
の
な
か
に
最
初
に
生
じ
る
の
が
栄

養
摂
取
能
力
（al-quw

w
a al-ġāḏ iya

）
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
生
じ
る
の

が
、
感
覚
能
力
（al-quw

w
a al-ḥā ssa

）
で
あ
る
。
こ
の
能
力
に
よ

っ
て
人
間
は
、
熱
や
冷
な
ど
の
触
知
で
き
る
も
の
、
味
、
匂
い
、

音
、
色
そ
し
て
光
な
ど
す
べ
て
の
可
視
的
な
も
の
を
感
覚
す
る
。

そ
し
て
感
覚
し
た
も
の
を
欲
求
す
る
能
力
（al-quw

w
a an-

nuzūʻ yya

）
が
生
じ
、
そ
の
結
果
、
人
間
は
感
覚
し
た
も
の
を
希

求
し
、
嫌
悪
し
た
り
す
る
。
そ
の
後
に
生
じ
る
の
が
、
心
の
中

に
刻
印
さ
れ
た
感
覚
対
象
を
、
対
象
が
感
覚
の
前
か
ら
消
え
去

っ
た
後
も
保
存
す
る
能
力
、
す
な
わ
ち
表
象
能
力
（al-quw

w
a al-

m
utaḫ ayyila

）
で
あ
る
。
そ
の
後
に
生
じ
る
の
が
理
性
的
能
力
（al-

quw
w

a an-nāṭ qa

）
で
あ
る
。
こ
の
能
力
に
よ
っ
て
、
人
間
は
思
惟

対
象
を
思
惟
す
る
こ
と
が
で
き
、
美
と
醜
、
善
と
悪
を
判
別
し
、

技
芸
や
学
問
を
獲
得
す
る
。

　

こ
れ
ら
の
能
力
は
す
べ
て
魂
（nafs

）
が
も
つ
諸
能
力
に
属
し

て
い
るそ
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
能
力
は
質
料
・
形
相
と
い
う
概
念

装
置
を
用
い
て
秩
序
づ
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
栄
養
摂
取
能

力
は
感
覚
能
力
に
と
っ
て
の
質
料
に
、
感
覚
能
力
は
栄
養
摂
取

能
力
に
と
っ
て
の
形
相
に
相
当
す
る
。
感
覚
能
力
は
表
象
能
力

の
質
料
に
、
表
象
能
力
は
感
覚
能
力
の
形
相
に
相
当
し
、
表
象

能
力
は
理
性
的
能
力
の
質
料
に
、
理
性
的
能
力
は
表
象
能
力
の

形
相
に
相
当
す
る
。
そ
し
て
理
性
的
能
力
は
他
の
能
力
に
と
っ

て
の
質
料
に
な
る
こ
と
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
理
性
的
能
力
が

人
間
的
魂
の
能
力
の
な
か
で
最
高
の
段
階
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

５
・
１
　
理
性
的
能
力
と
能
動
知
性

　

人
間
に
本
性
的
に
与
え
ら
れ
た
理
性
的
能
力
は
そ
の
ま
ま
で
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は
現
実
的
に
働
く
こ
と
は
な
い
。
思
惟
対
象
が
理
性
的
能
力
に

刻
印
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
知
性
と
し
て
働
く
。
こ

の
思
惟
対
象
と
は
、
そ
の
実
体
に
お
い
て
現
実
態
の
思
惟
で
あ

り
、
現
実
態
の
思
惟
対
象
で
あ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
非
物
質
的

な
も
の
と
条
件
づ
け
ら
れ
る
。
実
現
す
る
以
前
の
人
間
知
性
に

関
し
て
、
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
は
「
思
惟
対
象
の
刻
印
を
受
け
入

れ
る
べ
く
準
備
さ
れ
た
質
料
中
の
状
態
（hay’ a

た）」
と
解
し
て
い

る
が
、
こ
の
「
質
料
中
の
状
態
」
は
可
能
態
に
あ
る
知
性
（ʻ aql 

bi-al-qū w
a

ちh

）
す
な
わ
ち
質
料
知
性
（ʻ aql al-hayū lā nī

）
で
あ
る
と

同
時
に
可
能
態
に
あ
る
思
惟
対
象
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
質

料
そ
れ
自
体
、
あ
る
い
は
質
料
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
も
の
は
、

現
実
態
に
お
い
て
も
可
能
態
に
お
い
て
も
知
性
と
は
言
わ
れ
な

い
の
で
あ
る
。

　

人
間
に
与
え
ら
れ
て
い
る
可
能
態
に
あ
る
知
性
は
し
か
し
、

自
ら
の
力
で
現
実
態
の
知
性
す
な
わ
ち
現
実
に
働
く
知
性
に
な

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
可
能
態
に
あ
る
も
の
が
現
実
態
に
転
化

す
る
た
め
に
は
、
他
者
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
が
思
惟
対
象
と

し
て
人
間
の
理
性
的
能
力
に
生
じ
た
と
き
に
、
人
間
知
性
は
現

実
態
の
知
性
と
な
る
。《
そ
れ
》
を
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
は
「
そ
の

実
体
が
な
ん
ら
か
の
現
実
態
の
知
性
で
あ
り
、
質
料
か
ら
離
存

し
て
い
る
よ
う
な
、
あ
る
本
質
（dhā tun m

ā

）」
で
あ
る
と
称
し

て
い
る
。
つ
ま
り
《
そ
れ
》
は
質
料
か
ら
離
れ
て
存
在
し
て
い

る
ゆ
え
に
超
越
的
存
在
者
で
あ
り
、
自
己
の
本
質
に
お
い
て
現

実
態
に
あ
る
知
性
で
あ
る
。
そ
の
知
性
を
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
は

「
能
動
知
性
」（ʻ aql faʻʻā l

）
と
呼
ぶ
。

　

と
こ
ろ
で
、
概
念
「
能
動
知
性
」
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

『
デ
・
ア
ニ
マ
』（D

e anim
a

）
第
3
巻
第
5
章
に
お
け
る
記
述
す

な
わ
ち
「
す
べ
て
の
も
の
を
造
り
出
す
知
性
」（νοῦς τῷ

 π
άντα 

π
οιεῖν

）
に
由
来
す
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
る
こ
の
記
述
は

の
ち
に
「
能
動
知
性
」（νοῦς π

οιητικός: intellectus agens: ʻ aql 

faʻʻā l

）
と
概
念
化
さ
れ
た
。
こ
の
概
念
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は

「
現
実
態
に
あ
る
知
性
」（ʻ aql bi-alfiʻ l

）
す
な
わ
ち
可
能
態
を
ま

っ
た
く
含
ま
な
い
、
つ
ね
に
働
い
て
い
る
知
性
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

　

し
か
し
こ
の
概
念
の
起
源
と
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
記
述

に
は
な
ん
と
も
あ
い
ま
い
な
表
現
が
含
ま
れ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
「
こ
の
知
性
は
離
存
し
、
作
用
を
受
け
ず
、
混
じ
り
気
な
く

純
粋
で
あ
り
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
現
実
態
で
あ
るつ
」
と
い
う
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表
現
に
お
け
る
「
離
存
し
て
い
る
」（χω

ριστὸς

）
が
魂
の
外
を

意
味
す
る
の
か
否
か
と
い
う
問
題
が
浮
上
し
て
く
る
。
初
期
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
研
究
の
展
開
と
し
て
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
哲
学
に

少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
た
ア
フ
ロ
デ
ィ
シ
ア
ス
の
ア
レ
ク
サ

ン
ド
ロ
ス
（A

lexander of A
phrodisias, 198 -209

年
頃
に
活
躍
）
は

能
動
知
性
を
神
的
な
離
存
知
性
で
あ
る
と
解
し
、
そ
れ
に
対
し

て
テ
ミ
ス
テ
ィ
オ
ス
（Them

istios, ca. 317 -388

）
は
人
間
の
魂
に

内
在
し
て
い
る
一
つ
の
機
能
と
解
し
て
い
る
。

　

能
動
知
性
の
解
釈
に
お
い
て
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
は
そ
れ
を
離

存
知
性
と
解
す
る
が
、
し
か
し
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
よ
う
に

神
的
で
あ
る
と
は
み
な
し
て
は
い
な
い
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う

に
、
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
は
能
動
知
性
を
第
十
知
性
と
理
解
し
、

い
わ
ば
第
一
者
で
あ
る
神
と
人
間
と
の
仲
介
的
存
在
者
の
最
下

層
に
位
置
づ
け
て
い
る
。
能
動
知
性
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
解

釈
は
イ
ブ
ン
・
シ
ー
ナ
ー
（Ibn Sīnā,  980 -1038 ; 

ラ
テ
ン
名
：
ア

ヴ
ィ
セ
ン
ナ
（Avicenna

））
に
も
み
ら
れ
る
。
こ
の
点
は
イ
ス
ラ
ー

ム
哲
学
の
共
通
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
能
動
知
性
を
「
光
」（φ

ῶ
ς

）

に
た
と
え
、
そ
の
理
由
を
可
能
態
に
あ
る
色
を
現
実
態
に
あ
る

色
へ
と
変
え
る
か
ら
で
あ
る
と
述
べ
て
い
るて
。
し
か
し
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
の
こ
の
記
述
も
な
ん
と
も
舌
足
ら
ず
で
、
し
か
も
具

体
性
に
欠
け
る
。
そ
こ
で
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
は
、
可
能
態
に
あ

る
知
性
と
能
動
知
性
と
の
関
係
を
視
覚
と
太
陽
と
の
関
係
に
比

し
てと
、
具
体
的
に
語
っ
て
い
る
。
そ
の
比
喩
を
少
し
敷
衍
し
て

言
え
ば
、
た
と
え
ば
眼
の
前
に
赤
い
バ
ラ
が
あ
る
と
す
る
。
も

し
太
陽
が
沈
ん
だ
暗
黒
の
夜
で
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
視
覚
は

働
か
な
い
し
、
赤
い
バ
ラ
は
実
体
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
し

て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
現
実
に
わ
れ
わ
れ
に
見
ら
れ
る
も
の
で

は
な
い
。
し
か
し
、
や
が
て
太
陽
が
昇
り
、
世
界
が
光
に
充
ち

溢
れ
た
と
き
、
わ
れ
わ
れ
の
視
覚
は
実
際
に
見
る
主
体
す
な
わ

ち
現
実
態
の
視
覚
と
な
り
、
バ
ラ
の
赤
は
鮮
や
か
に
見
え
る
対

象
す
な
わ
ち
現
実
態
の
視
覚
対
象
と
な
る
。

　

同
様
に
、
離
存
知
性
で
あ
る
第
十
知
性
の
作
用
に
よ
っ
て
わ

れ
わ
れ
の
可
能
態
に
あ
る
知
性
す
な
わ
ち
質
料
知
性
が
現
実
態

の
知
性
と
な
り
、
思
惟
対
象
も
現
実
態
の
思
惟
対
象な
と
な
る
。

フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
は
こ
の
離
存
知
性
の
質
料
知
性
に
対
す
る
作

用
と
太
陽
の
視
覚
に
及
ぼ
す
作
用
と
の
類
比
関
係
に
お
け
る
作

用
と
い
う
点
を
強
調
し
、
離
存
知
性
を
「
能
動
」
知
性
と
名
づ
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け
る
根
拠
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
同
時
に
、
質
料
知
性
は
受

動
知
性
（ʻ aql m

unfaʻ il

）
と
名
づ
け
ら
れ
る
。

　

以
上
、
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
の
知
性
に
関
す
る
見
解
を
概
略
し

て
き
た
が
、
彼
の
哲
学
を
理
解
す
る
う
え
で
、
と
く
に
能
動
知

性
論
は
き
わ
め
て
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
そ
れ
は
以
下
に
お
い

て
述
べ
る
有
徳
都
市
の
支
配
者
が
い
か
な
る
人
物
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
か
と
い
う
問
題
に
本
質
的
に
関
わ
り
、
さ
ら
に
は
宗

教
的
概
念
で
あ
る
啓
示
の
哲
学
的
解
釈
に
及
ぶ
。

５
・
２
　
有
徳
都
市
の
支
配
者
の
資
質
と
啓
示

　

フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
に
よ
れ
ば
、
有
徳
都
市
の
支
配
者
は
他
の

い
か
な
る
人
間
に
も
ま
っ
た
く
支
配
さ
れ
な
い
人
間
で
あ
る
。

彼
は
完
成
に
達
し
た
人
間
で
あ
り
、
そ
れ
は
現
実
態
に
お
け
る

知
性
お
よ
び
思
惟
対
象
と
な
っ
た
人
間
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味

す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
彼
の
受
動
知
性
が
す
べ
て
の
思
惟
対

象
を
思
惟
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
実
態
に
あ
る
知
性
、
現
実
態

に
あ
る
思
惟
対
象
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
状
況
は
こ
の
人

間
に
お
い
て
思
惟
対
象
が
思
惟
主
体
と
同
一
に
な
っ
た
こ
と
を

意
味
す
る
。

　

こ
の
と
き
に
こ
の
人
間
に
、
受
動
知
性
の
地
位
を
超
え
た
、

受
動
知
性
よ
り
も
完
全
で
、
質
料
か
ら
さ
ら
に
分
離
し
た
一
つ

の
現
実
態
知
性
が
生
じ
る
。
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
は
こ
の
知
性
を

獲
得
知
性
（ʻ aql al-m

ustafā d: intellectus acquisitus

）
と
名
づ
け
、

受
動
知
性
と
能
動
知
性
と
の
媒
介
と
し
て
位
置
づ
け
る
。
媒
介

と
は
受
動
知
性
は
獲
得
知
性
に
と
っ
て
の
質
料
・
基
体
の
よ
う

な
も
の
で
あ
り
、
獲
得
知
性
は
能
動
知
性
に
と
っ
て
の
質
料
・

基
体
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

と
こ
ろ
で
前
述
し
た
よ
う
に
、
す
べ
て
の
人
間
に
は
本
性
的

に
「
思
惟
対
象
の
刻
印
を
受
け
入
れ
る
べ
き
準
備
さ
れ
た
質
料

中
の
状
態
」
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
状
態
は
現
実
態
に
お

け
る
知
性
を
受
容
す
る
能
力
で
あ
る
が
、
こ
の
状
態
と
能
動
知

性
と
の
あ
い
だ
に
は
二
段
階
あ
る
。
す
な
わ
ち
一
つ
は
現
実
態

に
お
け
る
受
動
知
性
が
生
じ
る
こ
と
で
あ
り
、
二
つ
目
は
獲
得

知
性
が
生
じ
る
こ
と
で
あ
る
。
有
徳
都
市
の
支
配
者
に
生
じ
て

い
る
獲
得
知
性
が
能
動
知
性
の
質
料
と
さ
れ
、
さ
ら
に
両
知
性

が
一
つ
の
も
の
に
な
っ
た
と
き
、
彼
は
「
能
動
知
性
が
降
下
し

た
人
間
」
と
言
わ
れ
る
。

　

能
動
知
性
の
降
下
と
は
、
神
か
ら
能
動
知
性
に
流
出
し
た
も
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の
が
能
動
知
性
か
ら
獲
得
知
性
の
媒
介
を
通
し
て
受
動
知
性
へ

と
流
出
し
、
さ
ら
に
表
象
能
力
へ
と
流
出
す
る
こ
と
を
意
味
す

る
。
こ
れ
こ
そ
が
啓
示
（w

aḥ y

）
で
あ
る
と
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
は

述
べ
る
。
能
動
知
性
か
ら
獲
得
知
性
へ
と
流
出
し
て
き
た
も
の

に
よ
っ
て
人
は
哲
学
者
、
す
な
わ
ち
完
全
な
「
知
恵
あ
る
者
」

（m
utaʻ aqqil

）
と
な
り
、
能
動
知
性
か
ら
表
象
能
力
へ
と
流
出
し

て
き
た
も
の
に
よ
っ
て
人
は
預
言
者
（nabiyy

）
と
な
る
。

　

哲
学
者
の
魂
は
い
わ
ば
能
動
知
性
と
合
一
し
た
（ka-l-

m
uttaḥ ida

）
状
態にに
あ
る
。
そ
し
て
彼
こ
そ
が
イ
マ
ー
ム
（Im

ām

）

で
あ
る
。
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
に
よ
れ
ば
、
イ
マ
ー
ム
は
他
の
い

か
な
る
人
間
も
そ
の
上
に
支
配
力
を
も
た
な
い
支
配
者
で
あ
り
、

有
徳
都
市
の
第
一
支
配
者
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
有
徳
な
民

族
共
同
体
（um

m
a

）
の
支
配
者
で
あ
り
、
人
類
世
界
の
指
導
者

で
も
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
イ
マ
ー
ム
が
哲
学

者
で
あ
っ
てぬ
、
宗
教
的
な
意
味
を
帯
び
て
い
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
イ
マ
ー
ム
と
は
一
般
に
「
指
導
者
」
を
意
味
す
る
概

念
で
あ
る
が
、
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
は
こ
の
概
念
で
も
っ
て
単
に

集
団
礼
拝
に
お
け
る
統
率
者
を
指
摘
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

ま
た
、
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
は
有
徳
都
市
の
支
配
者
の
条
件
と
し

て
、
天
性
と
本
性
に
よ
っ
て
支
配
者
と
し
て
の
素
質
を
も
っ
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
た
と
え
ば

ム
ハ
ン
マ
ド
と
同
じ
ク
ラ
イ
シ
ュ
族
出
身
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
啓
示
と
は
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
に
よ
れ
ば
、
あ
く
ま

で
も
形
而
上
学
的
認
識
で
あ
っ
て
、
非
合
理
的
な
神
秘
的
認
識

で
は
な
な
い
。
哲
学
者
は
啓
示
に
よ
っ
て
神
か
ら
与
え
ら
れ
た

真
理
を
あ
り
の
ま
ま
で
直
接
的
に
知
性
認
識
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
神
的
真
理
を
間
接
的
に
、
す
な
わ
ち
表

象
を
通
し
て
、
い
わ
ば
シ
ン
ボ
ル
を
介
し
て
認
識
す
る
の
が
預

言
者
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
少
な
く
と

も
認
識
論
的
領
域
に
お
い
て
は
、
宗
教
に
対
す
る
哲
学
の
優
位

を
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
は
認
め
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
前
述
し

た
よ
う
に
、
人
間
の
魂
に
お
い
て
理
性
的
能
力
が
表
象
能
力
を

支
配
し
て
い
る
と
い
う
位
階
構
造
か
ら
も
補
強
さ
れ
る
。

　

し
か
し
よ
り
重
要
な
こ
と
は
、
能
動
知
性
を
介
し
て
人
間
知

性
に
流
れ
て
く
る
神
的
知
性
の
内
容
と
は
何
か
、
と
い
う
問
題

で
あ
ろ
う
。
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
が
幸
福
へ
の
到
達
を
可
能
に
す

る
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
知
っ
て
い
る
こ
と
を
支
配
者
の
第
一
条
件
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と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
れ
は
幸
福

（saʻā da

）
に
関
わ
る
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
そ
の
幸
福
と

は
い
か
な
る
も
の
か
、
最
後
に
、
こ
の
問
い
に
つ
い
て
検
討
し

て
い
き
た
い
。

６
　
真
の
幸
福
と
は
何
か

　

プ
ラ
ト
ン
が
「
幸
福
を
望
む
者
が
何
の
た
め
に
幸
福
で
あ
る

こ
と
を
望
む
の
か
と
さ
ら
に
問
う
必
要
は
も
は
や
な
く
、
そ
の

答
え
は
究
極
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
るね
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と

か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
幸
福
は
人
生
の
究
極
目
標
で
あ
る
。

フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
は
、
能
動
知
性
と
合
一
し
た
哲
学
者
は
人
間

性
の
諸
段
階
に
お
い
て
最
も
完
全
な
者
で
あ
り
、
幸
福
の
最
高

段
階
に
あ
る
と
述
べ
て
い
るの
。
人
間
に
そ
も
そ
も
理
性
的
能
力

が
付
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
目
的
は
、
真
の
幸
福
を
知
る
こ
と

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
前
述
し
た
よ
う
に
、
人
間
が
都
市

を
形
成
す
る
目
的
も
真
の
幸
福
を
獲
得
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
行
為
は
本
来
に
お
い
て
幸
福

獲
得
へ
向
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
『
ニ
コ
マ
コ
ス

倫
理
学
』（Ethica N
icom

achea

）
で
論
じ
た
幸
福
論
に
な
ら
っ
て
、

「
幸
福
と
は
そ
れ
自
体
の
た
め
に
希
求
さ
れ
る
べ
き
善
で
あ
る
」

と
述
べ
る
。
つ
ま
り
幸
福
は
、
他
の
も
の
を
獲
得
す
る
た
め
のは

手
段
で
は
な
い
。
財
産
、
身
体
の
健
康
、
名
誉
等
は
幸
福
獲
得

の
た
め
の
善
で
あ
っ
て
、
幸
福
は
そ
れ
ら
を
獲
得
す
る
た
め
の

善
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
幸
福
と
は
諸
善
の
善
で
あ
り
、

ち
な
み
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
そ
の
意
味
で
幸
福
を
最
高
善
（τὸ 

ἄριστον

）
と
名
づ
け
て
い
る
。

　

フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
は
さ
ら
に
、
幸
福
に
到
達
す
る
た
め
に
役

立
つ
意
志
的
行
為
は
善
な
る
行
為
で
あ
り
、
そ
の
行
為
は
徳

（faḍī la

）
か
ら
生
じ
る
と
述
べ
て
い
る
。
徳
は
幸
福
の
た
め
の
善

で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
善
な
の
で
は
な
い
。
人
間
の

行
為
と
幸
福
と
の
関
係
に
お
い
て
、
現
実
世
界
に
お
け
る
経
験

と
慣
習
を
重
要
視
し
た
の
は
、
幸
福
を
「
徳
に
し
た
が
っ
て
生

ま
れ
る
魂
の
活
動
」（ψ

υχῆς ἐνέργεια γίνεται κατ᾽ ἀρετή

ひν

）と

定
義
し
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
あ
る
。
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
は
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
幸
福
に
対
す
る
こ
う
し
た
思
考
態
度
を
継
承

し
、
行
為
の
習
慣
性
と
そ
の
行
為
へ
の
専
念
を
強
調
し
て
い
るふ
。

　

善
に
し
て
美
し
い
行
為
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
到
達
す
る
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完
全
な
る
幸
福
と
は
、
魂
が
質
料
の
束
縛
か
ら
解
放
さ
れ
、
最

終
的
に
不
死
と
な
る
こ
と
で
あ
るへ
。
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
い
て
は

魂
が
質
料
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
魂
と
身
体
と
の
分
離
す
な
わ
ち

死
を
意
味
す
る
が
、
そ
の
死
は
魂
か
ら
身
体
が
身
体
で
あ
る
か

ぎ
り
に
お
い
て
付
帯
し
て
い
た
偶
然
性
が
除
去
さ
れ
る
こ
と
で

あ
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
魂
の
質
料
か
ら
の
離
脱
と
は
、

身
体
を
保
っ
て
い
る
に
し
て
も
、
も
は
や
質
料
を
必
要
と
し
な

い
こ
と
、
つ
ま
り
完
成
さ
れ
た
人
間
す
な
わ
ち
哲
学
者
と
し
て

生
き
る
こ
と
を
も
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー

に
と
っ
て
幸
福
概
念
は
現
世
と
死
後
の
世
界
を
射
程
に
入
れ

て
い
る
。

　

フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
の
こ
の
見
解
は
、プ
ラ
ト
ン
が
『
パ
イ
ド
ン
』

（Phaedo

）
に
お
い
て
、
死
に
ゆ
く
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
、
身
体
は
魂

に
と
っ
て
の
「
牢
獄
」（εἱργμός

）
で
あ
る
と
語
ら
せ
、
魂
を
身

体
か
ら
分
離
さ
せ
、
そ
れ
自
身
に
お
い
て
住
ま
い
う
る
よ
う
に

慣
れ
さ
せ
る
こ
と
を
「
浄
化
」（κάθαρσις

）
と
言
わ
せ
し
め
、

つ
い
に
は
哲
学
を
死
の
「
練
習
」（μελετάειν

）
と
ま
で
語
ら
せ

た
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
に
想
起
さ
せ
る
。
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
は
幸

福
に
到
達
す
る
た
め
の
行
為
を
経
験
論
的
に
重
視
す
る
こ
と
に

お
い
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
模
範
と
し
な
が
ら
も
、
最
終
的
に

プ
ラ
ト
ン
に
傾
い
て
い
く
。
幸
福
と
い
う
概
念
を
死
後
の
世
界

に
ま
で
延
長
し
た
と
き
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
幸
福
論
は
イ
ス

ラ
ー
ム
世
界
で
は
不
十
分
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

し
か
し
魂
の
う
ち
に
依
然
と
し
て
質
料
的
な
部
分
が
残
っ
て

い
る
か
ぎ
り
、
そ
の
残
存
し
た
質
料
に
依
拠
し
て
い
る
諸
能
力

は
完
全
に
消
滅
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
う
し
た
魂
に
は
真
の
幸

福
が
何
で
あ
る
か
を
理
解
で
き
な
い
。
彼
ら
は
、
表
面
的
な
善

た
と
え
ば
身
体
の
健
康
、
富
、
快
楽
の
享
受
、
自
由
に
欲
望
を

追
求
す
る
こ
と
、
名
誉
と
栄
誉
を
得
る
こ
と
を
人
生
の
目
的
と

み
な
す
。
そ
の
よ
う
な
住
民
の
都
市
を
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
は
「
無

知
都
市
」（al-m

adīna al-jāhiliyya

）
と
名
づ
け
る
。
さ
ら
に
は
、

死
後
の
幸
福
を
目
指
し
て
い
た
が
、
こ
の
目
標
が
変
更
さ
れ
て

し
ま
い
、
神
、
能
動
知
性
に
関
し
て
不
適
切
な
考
え
を
抱
い
て

い
る
住
民
の
都
市
は
「
邪
道
都
市
」（al-m

adīna al-ḍālla

）
と
名
づ

け
ら
れ
る
。
そ
の
支
配
者
は
、
実
際
に
は
そ
う
で
な
く
と
も
啓

示
を
受
け
た
こ
と
を
主
張
し
、
策
略
と
欺
瞞
を
利
用
す
る
。

　

フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
に
よ
れ
ば
、
以
上
の
よ
う
な
都
市
の
住
民

は
悪
し
き
行
為
に
よ
っ
て
魂
に
悪
し
き
性
質
を
抱
く
よ
う
に
な
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る
。
そ
の
行
為
に
専
念
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
彼
ら
の
魂
は
病
気

に
な
る
。
そ
う
な
る
と
、
彼
ら
の
意
志
と
習
慣
に
よ
っ
て
表
象

能
力
が
損
な
わ
れ
、
悪
し
き
行
為
、
悪
し
き
性
質
に
快
楽
を
感

じ
、
逆
に
有
徳
で
美
し
い
も
の
に
不
快
を
感
じ
る
。
し
か
も
病

気
が
深
刻
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
彼
ら
は
自
ら
の
魂
の
病
気
に

気
が
つ
か
ず
、
つ
い
に
は
自
分
は
有
徳
で
あ
り
、
精
神
も
健
康

で
あ
る
と
考
え
、
導
師
や
教
師
の
言
葉
も
耳
に
入
ら
な
く
な
っ

て
し
ま
う
。

　

フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
に
と
っ
て
、
死
後
の
生
命
に
関
す
る
知
は

単
に
空
想
に
基
づ
く
も
の
で
は
け
っ
し
て
な
い
。
そ
の
知
は
、

神
か
ら
流
出
す
る
位
階
構
造
の
な
か
に
人
間
世
界
を
位
置
づ
け

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
悪
し
き
意
味
で
の
人
間
中
心
主
義
か
ら
わ

れ
わ
れ
を
解
放
す
る
こ
と
に
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
の

世
界
に
お
い
て
人
間
と
し
て
ど
こ
ま
で
も
正
し
く
生
き
る
こ
と
、

そ
し
て
そ
の
生
き
方
の
み
が
幸
福
な
生
を
導
く
こ
と
、
こ
の
問

題
を
全
身
全
霊
を
か
け
て
考
え
抜
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
立
ち
現

わ
れ
る
人
間
存
在
の
限
界
を
超
え
た
果
て
に
永
遠
の
生
命
が
最

高
度
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
以
て
示
さ
れ
る
。
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー

に
と
っ
て
、
永
遠
の
生
命
は
無
批
判
に
受
容
す
べ
き
信
仰
箇
条

で
は
な
く
、
ま
し
て
や
死
の
恐
怖
に
対
す
る
対
症
薬
で
も
な
い
。

し
か
し
彼
は
こ
こ
で
宗
教
批
判
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

そ
う
で
は
な
く
、
こ
の
世
界
で
の
宗
教
的
行
為
は
哲
学
者
の
現

実
態
に
あ
る
知
性
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め

て
本
質
的
な
意
味
を
も
つ
と
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
は
考
え
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

７
　
ま
と
め

　

井
筒
俊
彦
は
『
有
徳
都
市
』
を
「
哲
学
の
厳
格
な
要
請
に
も

と
づ
い
て
、
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
け
る
個
人
生
活
、
社
会
生
活
、

社
会
制
度
、
国
家
統
治
法
に
及
ぶ
人
間
生
活
の
全
体
を
あ
ま
す

と
こ
ろ
な
く
改
革
し
造
り
直
そ
う
と
す
る
、
き
わ
め
て
野
心
的

な
プ
ロ
グ
ラ
ムほ
」
と
評
し
て
い
る
。
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
が
少
な

か
ら
ず
影
響
を
受
け
た
ム
ー
タ
ラ
ジ
派
（M

uʻ tazala

）
の
合
理
主

義
的
神
学
（kalā m

）
に
対
し
、
た
と
え
ば
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
と

同
年
代
の
思
想
家
ア
シ
ュ
ア
リ
ー
（al-A

sh‘ arī , 873 -935

）
に
よ
る

伝
統
主
義
へ
の
反
動
が
あ
っ
た
と
い
う
、
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
を

取
り
巻
く
当
時
の
思
想
的
背
景
を
考
慮
す
る
と
、
碩
学
の
批
評

は
納
得
で
き
る
。
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当
時
、
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
界
に
お
け
る
論
争
の
一
つ
と
し
て
、

神
の
予
定
説
と
人
間
の
自
由
意
志
と
の
相
克
と
い
う
問
題
が
あ

っ
た
。
前
者
は
『
ク
ル
ア
ー
ン
』
に
「
わ
れ
ら
に
は
ア
ッ
ラ
ー

が
わ
れ
ら
に
書
き
留
め
給
う
た
も
の
（
天
命
）
以
外
、
わ
れ
ら
を

見
舞
う
こ
と
は
な
い
」（
第
９
章
51
節ま）
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

人
間
の
行
為
は
す
べ
て
神
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を

主
張
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ム
ー
タ
ラ
ジ
派
は
、
人
間
の
行

為
は
す
べ
て
人
間
自
身
に
帰
す
る
こ
と
を
主
張
し
、
神
の
予
定

説
を
否
定
す
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
合
理
主
義
的
思
想
に
対
し

て
、
伝
統
主
義
の
立
場
か
ら
の
批
判
は
免
れ
な
い
。
そ
う
し
た

批
判
が
ム
ー
タ
ラ
ジ
派
内
部
か
ら
起
こ
っ
て
く
る
。
そ
れ
が
ア

シ
ュ
ア
リ
ー
の
神
学
思
想
で
あ
る
。

　

フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
は
こ
う
し
た
思
想
的
動
揺
に
対
し
て
、
哲

学
の
立
場
か
ら
イ
ス
ラ
ー
ム
神
学
を
再
構
築
し
た
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
再
構
築
の
過
程
に
お
い
て
、
宇
宙
全
体

の
秩
序
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
調
和
と
そ
の
調
和
の
音
階
の
な
か

に
人
間
社
会
を
組
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
人
類
全
体
の
共
存
を

考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
再
構
築
を
遂
行
す
る
の
に
際
し
て
、
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー

は
プ
ラ
ト
ン
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
思
考

の
枠
組
み
の
な
か
で
融
合
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
は
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
精
神
史
か
ら
み
れ
ば
、
狂
気
の
沙
汰
と
し
か
考
え
ら
れ
な

い
無
謀
な
構
想
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
思
想
傾
向
が
い
わ
ば
当

然
と
し
て
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
イ
ス
ラ
ー
ム
哲
学
の

特
筆
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
神
を
万
物
の
始
原
と
し
て
頂
点
に

位
置
づ
け
、
そ
こ
か
ら
す
べ
て
の
存
在
の
流
出
を
語
る
こ
と
で
、

宇
宙
全
体
を
秩
序
づ
け
る
、
こ
れ
が
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
の
形
而

上
学
の
骨
子
で
あ
る
。

注（
1
）
テ
キ
ス
ト
と
日
本
語
訳
と
し
て
は
以
下
の
も
の
と
用
い
た
。

　
　

  W
alzer, R

., Al-Farabi on the Perfect State, 1998  R
eprinted 

by arrangem
ent w

ith O
xford Publishing Lim

ited, O
xford 

U
niversity Press 1985 . 

　
　

 

フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
、『
有
徳
都
市
の
住
民
が
も
つ
見
解
の
諸
原

理
』、
竹
下
政
孝
訳
、『
中
世
思
想
原
典
集
成
11 

イ
ス
ラ
ー
ム
哲

学
』、
上
智
大
学
中
世
思
想
研
究
所
、２
０
０
０
年
。
な
お
以
下
、

『
有
徳
都
市
』
と
略
記
す
る
。

（
2
）R

udolph, U
., A

bū N
aṣr al-Fārābī , in:  Philosophie in der is-

lam
ischen W

elt Bd. 1, 8.-10 Jahrhundert, H
erausgegeben 
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von U
lrich R

udolph unter M
itarbeit von R

enate W
ürsch, B

a-
sel, 2012 , S. 397 .

（
3
）
こ
こ
で
形
而
上
学
を
「
神
学
」
と
同
一
視
し
て
い
る
の
は
、
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
の『
形
而
上
学
』第
12
巻（
Λ
巻
）で
展
開
さ
れ

る
神
学
、
す
な
わ
ち
自
然
神
学
（theologia naturalis

）
と
い
う

意
味
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
が
一
神
教
と
し
て
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ

さ
れ
て
い
る
点
か
ら
い
え
ば
、
こ
こ
で
の
神
学
は
「
啓
示
」
神

学
（theologia revelationis

）
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
反
論
が
予
想
さ
れ
る
が
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、フ
ァ
ー
ラ
ー

ビ
ー
は
宗
教
に
対
す
る
哲
学
の
優
位
性
を
主
張
し
て
い
る
。
つ

ま
り
、
宗
教
的
な
意
味
に
お
け
る
「
啓
示
」
を
哲
学
の
思
考
の

枠
組
み
の
な
か
で
捉
え
る
と
い
う
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
の
思
考
態

度
を
反
映
さ
せ
て
、「
形
而
上
学
（
神
学
）」
と
し
た
。
し
か
し

だ
か
ら
と
言
っ
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
文
脈
が
フ
ァ
ー
ラ
ー

ビ
ー
の
哲
学
に
そ
の
ま
ま
適
用
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
い

う
の
も
、
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
け
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
受
容

は
、
き
わ
め
て
複
雑
な
哲
学
史
的
問
題
を
背
景
に
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
を
考
察
す
る
う
え

で
避
け
て
通
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
紙
幅
の
関
係
上
、
こ
こ

で
は
概
略
的
に
触
れ
る
と
い
う
程
度
に
と
ど
め
て
お
く
。

（
4
）W

alzer, R
., Al-Farabi on the Perfect State, 1998  R

eprinted 
by arrangem

ent w
ith O

xford Publishing Lim
ited, O

xford 
U

niversity Press 1985 , Introduction, p.1 .

（
5
）
人
間
が
そ
の
本
性
に
お
い
て
社
会
を
必
要
と
す
る
と
い
う
考
え

は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
政
治
学
』（Politica

）
第
１
巻
「
人

間
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
ポ
リ
ス
的
動
物
で
あ
る
」

（1253 a2 -3 : ὁ ἄνθρω
π

ος φ
ύσει π

ολιτικον ζῷ
ον.

）
を
想

起
さ
せ
る
。

（
6
）
こ
こ
で
３
つ
の
社
会
の
な
か
か
ら
「
都
市
」
が
選
択
さ
れ
て
い

る
の
は
、
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
が
プ
ラ
ト
ン
の
『
国
家
』（Res 

publica

）
に
見
ら
れ
る
い
わ
ゆ
る
「
哲
人
政
治
」
を
モ
デ
ル
に

し
て
い
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
。

（
7
）
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
、『
有
徳
都
市
の
住
民
が
も
つ
見
解
の
諸
原

理
』、
竹
下
政
孝
訳
、『
中
世
思
想
原
典
集
成
11 

イ
ス
ラ
ー
ム
哲

学
』、
上
智
大
学
中
世
思
想
研
究
所
、
２
０
０
０
年
、
１
２
４
頁
。

（
8
）
脳
は
心
臓
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
、
そ
の
他
の
諸
器
官
を
支
配
す

る
。
こ
う
し
た
脳
と
心
臓
と
の
関
係
を
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
は
、

執
事
と
主
人
と
の
関
係
に
た
と
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
執
事

自
身
は
主
人
に
仕
え
る
が
、
そ
の
他
の
召
使
い
た
ち
（
諸
器
官
）

は
主
人
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
に
し
た
が
っ
て
、
執
事
に
仕
え
る
。

執
事
が
主
人
を
代
理
し
、
代
替
し
、
代
表
す
る
よ
う
に
、
脳
は

心
臓
の
高
貴
な
仕
事
に
お
い
て
、
心
臓
に
仕
え
、
心
臓
を
代
理

す
る
。
心
臓
は
本
性
的
熱
の
源
泉
で
あ
り
、
そ
の
熱
を
他
の
諸

器
官
に
供
給
す
る
。
そ
れ
は
動
脈
や
静
脈
に
よ
っ
て
本
性
的
生

気
（rūḥ ḥayaw

ānī gharīzī

）
が
心
臓
か
ら
身
体
の
諸
器
官
に
広

が
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
が
、
そ
の
さ
い
そ
の
熱
を
調
整

す
る
の
が
脳
の
第
一
の
仕
事
で
あ
る
。

　
　
　

 

し
か
し
な
が
ら
、
な
ぜ
心
臓
が
脳
よ
り
も
高
い
地
位
に
置
か

れ
る
の
か
。「
心
臓
」
は
ア
ラ
ビ
ア
語
で
《
カ
ル
ブ
》（qalb

）

と
言
わ
れ
る
が
、
こ
の
語
に
は
日
本
語
の
「
心
」
と
い
う
意
味



179

「東洋学術研究」第54巻第２号

イスラーム哲学における調和の問題

が
含
ま
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、『
ク
ル
ア
ー
ン
』
は
「
か
れ

ら
は
心
に
悟
り
が
開
け
る
よ
う
、
ま
た
そ
の
耳
が
聞
く
よ
う
に
、

地
上
を
旅
し
な
か
っ
た
。
本
当
に
盲
人
と
な
っ
た
の
は
、
か
れ

ら
の
視
覚
で
は
な
く
、
寧
ろ
胸
の
中
の
心
な
の
で
あ
る
」（
22

章
46
節
）
と
語
っ
て
い
る
。《
カ
ル
ブ
》
は
神
の
言
葉
が
理
解

さ
れ
、
悟
り
が
開
か
れ
る
場
が
《
カ
ル
ブ
》
な
の
で
あ
る
。
さ

ら
に
、
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
で
は
、
感
性
、
理
性
の
動
揺
が
収
ま
り
、

心
が
浄
化
さ
れ
て
、
安
ら
い
だ
状
態
を
意
味
す
る
。
な
お
、
こ

の
こ
と
に
関
し
て
は
、
井
筒
俊
彦
、『
イ
ス
ラ
ー
ム
哲
学
の
原

像
』（
岩
波
新
書
、
72
頁
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
9
）
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
が
人
間
に
自
由
意
志
を
認
め
て
い
る
こ
と
は
、

ム
ー
タ
ラ
ジ
派
の
合
理
的
神
学
の
影
響
が
推
察
さ
れ
る
。

（
10
）
こ
の
考
え
方
の
背
景
に
は
、
９
世
紀
前
半
に
ネ
ス
ト
リ
ウ
ス
派

の
キ
リ
ス
ト
教
徒
イ
ブ
ン
・
ナ
ー
イ
マ
（Ibn N

āʻim
ah al-

Ḥ
im

ṣī

）
に
よ
っ
て
シ
リ
ア
語
か
ら
ア
ラ
ビ
ア
語
に
翻
訳
さ
れ
た

『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
神
学
』（U

ṭūlūǧiyā Arisṭāṭālīs: Theologia 
Aristotelis

）
と
10
世
紀
の
中
ご
ろ
バ
グ
ダ
ー
ド
で
ア
ラ
ビ
ア
語

に
翻
訳
さ
れ
た
『
純
粋
善
論
』（al-Ḥ

ayr al-m
aḥḍ

）
の
影
響
が

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
前
者
は
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
」
の
名

が
冠
さ
れ
て
い
る
が
、
実
は
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
（Plotinus, ca. 

205 -270

）
の
『
エ
ン
ネ
ア
デ
ス
』（Enneades

）
の
第
４
部
か

ら
第
６
部
の
翻
訳
で
あ
る
。
後
者
は
そ
も
そ
も
『
純
粋
善
に
つ

い
て
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
論
述
』（K

itāb al-Īḍāḥ li-
Aristūtālīs fi al-K

hair al-M
aḥḍ

）
と
言
わ
れ
る
こ
と
か
ら
も
わ

か
る
よ
う
に
、
こ
れ
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
著
作
で
あ
る
と
見

な
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
実
際
に
は
プ
ロ
ク
ロ
ス
（Proklos, 
412 -485

）『
神
学
綱
要
』（Elem

entatio Theologica

）
の
パ
ラ

フ
レ
ー
ズ
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
思
想
が
展
開

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、イ
ス
ラ
ー

ム
に
お
け
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
受
容
は
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
色

彩
を
ふ
ん
だ
ん
に
帯
び
て
い
る
。
つ
ま
り
ア
ラ
ビ
ア
語
で
語
る

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（A

ristoteles A
rabus

）
は
い
わ
ば
「
不
純
な

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
」（
井
筒
俊
彦
、『
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
史
』、『
井

筒
俊
彦
全
集
』
第
４
巻
、
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
３
８
７
頁
）

な
の
で
あ
っ
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
は
じ
め
と
す
る
ギ
リ
シ

ア
哲
学
を
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
を
い
わ
ば
媒
介
と
し
て
セ
ム
的
一

神
教
へ
と
ア
レ
ン
ジ
し
て
行
く
こ
と
が
イ
ス
ラ
ー
ム
の
受
容
の

か
た
ち
で
あ
る
。

　
　
　

 

な
お
、『
純
粋
善
論
』は
ラ
テ
ン
訳
さ
れ
て『
原
因
論
』（Liber 

de causis

）
と
し
て
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
普
及
し
て
い
く
。
こ

の
書
に
関
す
る
註
解
を
ア
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
・
マ
グ
ヌ
ス
（A

lber-
tus M

agnus, ca. 1200 -1280

）
と
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス

（Thom
as de A

quino, ca. 1225 -1274

）
が
書
い
て
い
る
ほ
ど
、

中
世
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
と
っ
て
は
非
常
に
重
要
な
書
と
な
っ

た
。

（
11
）
神
は
こ
れ
以
外
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
述
語
づ
け
に
よ
っ
て
語
ら
れ

る
。
そ
の
い
く
つ
か
を
例
示
す
る
。
神
は
「
分
割
不
可
能
」、「
一

な
る
者
」、「
自
己
自
身
を
思
惟
す
る
者
」、「
自
己
自
身
を
知
る

者
」、「
知
恵
者
」（ḥakīm

）、「
真
理
」（ḥ aqq

）、「
生
」、「
美
し

き
者
」（al-jam

īl

）
で
あ
り
、
さ
ら
に
神
は
快
、
喜
び
、
愉
悦
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を
味
わ
い
、「
自
己
を
愛
す
る
者
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
さ

れ
る
べ
き
こ
と
は
、
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
が
神
を
「
知
恵
者
」
と

名
づ
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー

が
自
ら
の
形
而
上
学
の
構
築
の
さ
い
に
範
型
と
し
て
採
用
し
た

新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
位
階
に
お
い
て
は
、
第
１
に
「
一
者
」（τὸ 

ἕν
）、
次
に
「
知
性
」（νοῦς

）
そ
し
て
３
番
目
に
「
魂
」

（ψ
υχή

）
と
な
っ
て
い
る
お
り
、
知
恵
あ
る
い
は
思
惟
は
２
番

目
の
「
知
性
」
に
帰
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
は
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
流
出
論
を
そ
の

ま
ま
の
か
た
ち
で
は
受
容
し
て
い
な
い
。

（
12
）
こ
こ
で
、
第
一
者
が
「
寛
大
な
る
者
」「
公
正
な
る
者
」
と
形

容
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
第
一
者
と
そ
の
他
の

存
在
者
と
の
関
係
に
お
い
て
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
寛
大
さ
と
公
正
さ
が
第
一
者

の
実
体
に
存
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ら
が
わ
れ
わ
れ
の
世

界
の
諸
存
在
が
も
つ
完
全
性
を
表
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

く
、
第
一
者
に
特
有
の
完
全
性
だ
け
を
表
示
し
て
い
る
こ
と
を

意
味
す
る
。

（
13
）
こ
れ
が
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
お
け
る
ヌ
ー
ス
に
相
当
す
る
。
し
た

が
っ
て
そ
れ
は
『
形
而
上
学
』
第
12
巻
（1074 b34

）
に
お
け

る
「
思
惟
の
思
惟
」（νοήσεω

ς νόησις

）
す
な
わ
ち
「
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
の
神
」
を
表
示
し
て
い
る
。

（
14
）
最
外
天
と
も
呼
ば
れ
、
そ
こ
に
は
星
は
存
在
し
な
い
。

（
15
）
栄
養
摂
取
、
感
覚
、
思
考
の
能
力
を
魂
に
帰
す
る
と
す
る
考
え

は
本
来
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
魂
論
に
由
来
す
る
。
そ
も
そ
も
魂

（ψ
υχή

）
と
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
、「
可
能
的
に
生
命

を
も
つ
自
然
的
物
体
の
、
第
一
の
完
成
態
」（D

e anim
a, lib. 2  

cap. 1 .412 a27 -28 : ἐντελέχεια
 ἡ π

ρώ
τη σ

ώ
μ

α
τος 

φ
υσικοῦ δυνάμει ζω

ὴν ἔχοντος

）
と
定
義
さ
れ
る
。
こ
の

定
義
は
魂
を
「
生
き
て
い
る
」（ζῆν

）
こ
と
の
始
原
と
し
て
捉

え
て
い
る
こ
と
か
ら
導
か
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の
「
生
き
て
い

る
」
は
い
か
に
理
解
さ
れ
る
の
か
。
こ
の
問
い
に
対
し
て
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
は
「
こ
の
《
生
き
て
い
る
》（ζῆν

）
と
い
う
こ
と

は
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
で
語
ら
れ
る
が
、
も
し
次
の
う
ち
の
ど
れ

か
一
つ
が
そ
の
う
ち
に
そ
な
わ
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
そ
れ
だ
け

で
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
「
生
き
て
い
る
」
と
語
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
知
性
、
感
覚
、
場
所
的
な
運
動
と
静
止
、
さ
ら
に
栄

養
に
よ
る
運
動
変
化
す
な
わ
ち
成
長
と
衰
微
が
そ
れ
で
あ
る
」

（D
e anim

a, lib. 2  cap. 2 .413 a22 -25 : π
λεοναχῶ

ς δὲ τοῦ 
ζῆν λεγομένου, κἂν ἕν τι τούτω

ν ἐνυπ
άρχῃ μόνον, 

ζῆν αὐτό φ
αμ

εν, οἷον νοῦς, αἴσθησις, κίνησις καὶ 
στάσις ἡ κατὰ τόπ

ον, ἔτι κίνησις ἡ κατὰ τροφ
ὴν καὶ 

φ
θίσις τε καὶ αὔξησις

）
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
生
き

て
い
る
」
こ
と
は
栄
養
摂
取
、
感
覚
、
思
考
に
よ
っ
て
規
定
す

る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
ら
の
能
力
の
始
原
が
魂
で
あ
る
と
す
る

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
定
義
を
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
は
ほ
と
ん
ど
そ

の
ま
ま
の
か
た
ち
で
継
承
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

（
16
）
こ
のhay’ a

に
関
し
て
、
竹
下
政
孝
は
ギ
リ
シ
ア
語
のἕξις

（
性

向
）、
ラ
テ
ン
語
のhabitus

（
能
力
態
、
慣
習
）
に
相
当
す
る

と
述
べ
て
い
る
（『
中
世
思
想
原
典
集
成
11　

イ
ス
ラ
ー
ム
哲
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学
』、
上
智
大
学
中
世
思
想
研
究
所
、２
０
０
０
年
、１
６
５
頁
）。

な
お
、
ウ
ォ
ル
ザ
ー
はdisposition

と
訳
し
て
い
る
。

（
17
）
こ
の
概
念
の
起
源
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
デ
・
ア
ニ
マ
』（D

e 
anim

a
）
第
３
巻
第
５
章
の
「
す
べ
て
の
も
の
に
な
る
知
性
」

（νοῦς τῷ
 π

άντα γίνεσθαι

）
に
あ
る
。
そ
の
後
、
こ
の
知

性
は
「
可
能
知
性
」（νοῦς δυνάμει: intellectus possibilis: 

ʻ aql m
unfaʻ il

）
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、「
能
動
知
性
」
と

並
ん
で
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
知
性
論
の
中

核
概
念
と
な
る
。

（
18
）A

ristoteles, D
e anim

a, lib. 3  cap. 5 , 430 a17 -18 : οὗτος ὁ 
νοῦς χω

ριστὸς καὶ ἀπ
αθὴς καὶ ἀμιγής, τῇ οὐσίᾳ ὢ

ν 
ἐνέργεια.

（
19
）A

ristoteles, D
e anim

a, lib. 3  cap. 5 , 430 a16 -17 : ὡ
ς ἕξις τις, 

οἷον τὸ φ
ῶ

ς· τρόπ
ον γάρ τινα καὶ τὸ φ

ῶ
ς π

οιεῖ τὰ 
δυνάμει ὄντα χρώ

ματα ἐνεργείᾳ χρώ
ματα.

（
20
）
ウ
ォ
ル
ザ
ー
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
す
べ
て
の
も
の
を
造

り
出
す
知
性
」
す
な
わ
ち
能
動
知
性
を
光
と
し
て
説
明
す
る
こ

と
は
ペ
リ
パ
ト
ス
派
の
伝
統
で
あ
る
が
、
能
動
知
性
を
太
陽
に

た
と
え
る
こ
と
は
そ
の
伝
統
に
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
。
し
か
し
、
太
陽
の
比
喩
は
中
期
プ
ラ
ト
ニ
ス
ト
に
は
見
ら

れ
る
と
し
、
そ
の
一
例
と
し
て
２
世
紀
ご
ろ
に
活
躍
し
た
ア
ル

ビ
ヌ
ス
（A

lbinus

）
を
あ
げ
て
い
る
。W

alzer, R
., Al-Farabi 

on the Perfect State, 1998  R
eprinted by arrangem

ent w
ith 

O
xford Publishing Lim

ited, O
xford U

niversity Press 1985 , 
C

om
m

entary, p.403 .

（
21
）
人
間
の
理
性
的
能
力
の
な
か
に
最
初
に
生
じ
る
思
惟
対
象
と

の
こ
と
を
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
は
「
第
一
次
思
惟
対
象
」（al-

m
aʻqūlāt al-ūlā

）
と
名
づ
け
て
い
る
。
こ
れ
は
ギ
リ
シ
ア
語
で

はτὰ π
ρῶ

τα νόητα

、
ラ
テ
ン
語
で
はprim

a intelligibilia

と

表
記
さ
れ
、
ペ
リ
パ
ト
ス
派
に
お
い
て
は
論
理
学
の
出
発
点
で

あ
り
、
し
た
が
っ
て
す
べ
て
学
の
原
理
を
意
味
す
る
。
フ
ァ
ー

ラ
ー
ビ
ー
は
そ
の
一
例
と
し
て
「
全
体
は
部
分
よ
り
大
き
い
」、

「
あ
る
一
つ
の
も
の
に
等
し
い
大
き
さ
を
も
つ
諸
物
の
大
き
さ

は
等
し
い
」と
い
う
命
題
を
あ
げ
て
い
る
。フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
は

さ
ら
に
、
人
間
に
第
一
次
思
惟
対
象
が
生
じ
る
こ
と
は
人
間
の

最
初
の
完
成
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
は
最
終
の
完
成
す
な
わ
ち
幸

福
に
到
達
す
る
た
め
に
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

（
22
）
こ
れ
は
神
と
の
合
一
い
わ
ゆ
る
神
秘
的
合
一
（unio m

ystica

）

を
意
味
し
な
い
。
獲
得
知
性
が
受
容
す
る
能
動
知
性
か
ら
流
出

し
た
も
の
は
、
本
来
に
お
い
て
第
一
原
因
で
あ
る
神
か
ら
流
出

し
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
受
容
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、

そ
れ
が
神
と
の
合
一
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の

は
、
位
階
に
お
け
る
関
係
は
一
つ
上
の
位
階
と
の
関
係
に
限
ら

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
上
、
現
世
に
お
い
て
人
間
は
質

料
か
ら
解
放
さ
れ
な
い
以
上
、
神
と
の
合
一
は
不
可
能
で
あ
る
。

（
23
）
ウ
ォ
ル
ザ
ー
は
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
の
解
す
る
イ
マ
ー
ム
と
プ
ラ

ト
ン
の
哲
人
王
を
同
一
視
し
て
い
る
。W

alzer, R
., Al-Farabi 

on the Perfect State, 1998  R
eprinted by arrangem

ent w
i th 

O
xford Publishing Lim

ited, O
xford U

niversity Press 1985 , 
C

om
m

entary, p.441 .
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（
24
）Platon, Sym

posium
, 205 A

: καὶ οὐκέτι π
ροσδεῖ ἐρέσθαι 

ἵνα τί δὲ βούλεται εὐδαίμ
ω

ν εἶναι ὁ βουλόμ
ενος , 

ἀλλὰ τέλος δοκεῖ ἔχειν ἡ ἀπ
όκρισις.

（
25
）W

alzer, R
., Al-Farabi on the Perfect State, 1998  R

eprinted 
by arrangem

ent w
ith O

xford Publishing Lim
ited, O

xford 
U

niversity Press 1985 , p.245 . 

フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
、『
有
徳
都

市
の
住
民
が
も
つ
見
解
の
諸
原
理
』、
竹
下
政
孝
訳
、『
中
世
思

想
原
典
集
成
11 
イ
ス
ラ
ー
ム
哲
学
』、
上
智
大
学
中
世
思
想
研

究
所
、
２
０
０
０
年
、
１
２
９
頁
。

（
26
）W

alzer, R
., Al-Farabi on the Perfect State, 1998  R

eprinted 
by arrangem

ent w
ith O

xford Publishing Lim
ited, O

xford 
U

niversity Press 1985 , p.207 . 
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
、『
有
徳
都

市
の
住
民
が
も
つ
見
解
の
諸
原
理
』、
竹
下
政
孝
訳
、『
中
世
思

想
原
典
集
成
11 

イ
ス
ラ
ー
ム
哲
学
』、
上
智
大
学
中
世
思
想
研

究
所
、
２
０
０
０
年
、
１
１
５
頁
。

（
27
）A

ristoteles, Ethica N
icom

achea, lib. 1  cap.7 , 1098 a16 -17 .

（
28
）W

alzer, R
., Al-Farabi on the Perfect State, 1998  R

eprinted 
by arrangem

ent w
ith O

xford Publishing Lim
ited, O

xford 
U

niversity Press 1985 , p.261 -263 . 

フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
、『
有
徳

都
市
の
住
民
が
も
つ
見
解
の
諸
原
理
』、
竹
下
政
孝
訳
、『
中
世

思
想
原
典
集
成
11 

イ
ス
ラ
ー
ム
哲
学
』、
上
智
大
学
中
世
思
想

研
究
所
、
２
０
０
０
年
、
１
３
４
‐
１
３
５
頁
。

　
　
　

 

な
お
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
先
ほ
ど
の
幸
福
の
定
義
を
述
べ

た
後
で
、
幸
福
へ
の
到
達
に
は
最
も
終
極
的
な
徳
が
必
要
で
あ

る
と
し
、
さ
ら
に
「
人
生
が
完
成
さ
れ
る
時
」（
加
藤
信
朗
訳
、

テ
キ
ス
ト
はἐν βίῳ

 τελείῳ

で
あ
る
が
、
神
崎
繁
訳
で
は
「
全

き
人
生
に
お
い
て
」
と
な
っ
て
い
る
）
と
付
け
加
え
な
く
て
は

な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、「
一
羽
の
ツ

バ
メ
は
春
を
招
か
な
い
」
と
い
う
諺
を
あ
げ
、
人
を
幸
福
に
す

る
こ
と
に
お
い
て
も
、
た
だ
の
一
日
や
わ
ず
か
な
期
間
で
は
足

り
な
い
と
述
べ
て
い
る
（1098 a18 -19

）。

（
29
）W

alzer, R
., Al-Farabi on the Perfect State, 1998  R

eprinted 
by arrangem

ent w
ith O

xford Publishing Lim
ited, O

xford 
U

niversity Press 1985 , p. 263 . 

フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
、『
有
徳
都

市
の
住
民
が
も
つ
見
解
の
諸
原
理
』、
竹
下
政
孝
訳
、『
中
世
思

想
原
典
集
成
11 

イ
ス
ラ
ー
ム
哲
学
』、
上
智
大
学
中
世
思
想
研

究
所
、
２
０
０
０
年
、
１
３
５
頁
。

（
30
）
井
筒
俊
彦
、『
イ
ス
ラ
ー
ム
哲
学
』、『
井
筒
俊
彦
全
集
』
第
４
巻
、

慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
２
０
１
４
年
、
４
０
１
‐
４
０
２
頁
。

（
31
）『
日
亜
対
訳
ク
ル
ア
ー
ン
』、
中
田
考
監
修
、
作
品
社
、
２
０
１

５
年
、
２
２
４
頁
。

（
や
ま
ざ
き　

た
つ
や
／
東
洋
哲
学
研
究
所
研
究
員
）


