
2004
8

2003
7

特
集

文化表象としての〈イスラーム〉

〈イスラーム〉
文化表象としての〈イスラーム〉

文化表象としての



　
　
　
　

巻
頭
言

 

総
合
文
化
研
究
所
長　
　

荒 

こ
の
み

　

ス
マ
ト
ラ
沖
で
発
生
し
た
大
地
震
と
、
そ
の
影
響
を
受
け
て
大
津
波
の
被
害
が
出
て
い
る
と

い
う
ニ
ュ
ー
ス
を
知
っ
た
の
は
、
西
ア
フ
リ
カ
の
ダ
カ
ー
ル
に
い
た
と
き
だ
っ
た
。
一
二
月
の

終
わ
り
だ
っ
た
。「
つ
な
み
」
と
い
う
日
本
語
を
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
は
、
と
き
に
は
「
す
な
み
」
と

言
っ
て
発
音
し
に
く
そ
う
だ
っ
た
が
、
繰
り
返
す
う
ち
に
だ
い
ぶ
定
着
し
て
い
っ
た
。
い
っ
ぽ

う
で
、
恐
ろ
し
い
災
害
を
あ
ら
わ
す
日
本
語
が
グ
ロ
ー
バ
ル
に
使
わ
れ
る
こ
と
に
、
い
さ
さ
か

戸
惑
い
を
覚
え
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
後
、
津
波
の
被
害
者
数
は
増
え
つ
づ
け
る
ば

か
り
で
あ
る
。
行
方
不
明
者
も
含
め
て
、
い
ま
だ
に
被
害
の
実
態
は
わ
か
っ
て
い
な
い
。

　

日
本
で
は
、
夏
の
水
害
・
秋
の
台
風
・
中
越
地
震
と
、
二
〇
〇
四
年
は
、
や
は
り
天
災
が
多

い
年
だ
っ
た
。
天
災
は
科
学
的
情
報
と
経
験
的
な
知
恵
で
被
害
を
最
小
に
す
る
こ
と
し
か
で
き

な
い
の
に
、
私
た
ち
は
わ
ざ
わ
ざ
人
為
的
災
害
の
戦
争
を
起
こ
し
て
い
る
。
そ
し
て
多
く
の
人

間
を
死
へ
向
か
わ
せ
て
い
る
。
ち
か
ご
ろ
の
「
天
の
怒
り
」
は
、
ス
ー
パ
ー
パ
ワ
ー
に
な
っ
た

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
横
暴
に
、
目
覚
め
よ
、
と
警
告
を
発
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
く
る
。

　

イ
ラ
ク
の
戦
争
は
、
ア
メ
リ
カ
の
経
済
的
野
望
と
政
治
的
傲
慢
に
起
因
す
る
。
ま
た
そ
の
側

面
的
状
況
に
は
、
宗
教
・
文
化
の
異
質
性
が
あ
る
。
簡
単
に
い
え
ば
、「
新
世
界
」
に
お
け
る
ア

メ
リ
カ
建
設
へ
と
発
展
す
る
、
コ
ロ
ン
ブ
ス
の
航
海
の
背
景
に
あ
っ
た
、
キ
リ
ス
ト
教
と
イ
ス

ラ
ー
ム
教
の
対
立
で
あ
る
。
過
去
千
年
、
キ
リ
ス
ト
教
の
言
説
が
あ
ま
り
に
も
広
く
世
界
を
支

配
し
て
き
た
が
、
今
い
ち
ど
、
私
た
ち
は
イ
ス
ラ
ー
ム
の
言
説
に
耳
を
傾
け
る
と
き
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
本
号
の
特
集
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
お
よ
び
そ
の
文
化
表
象
が
、
地
球
上
で
、
ど
の
よ

う
に
展
開
ま
た
変
化
し
て
い
る
の
か
を
知
る
目
的
で
組
ま
れ
て
い
る
。

　

西
ア
フ
リ
カ
の
セ
ネ
ガ
ル
、
マ
リ
で
は
、
人
口
の
大
多
数
が
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
で
あ
る
。
か

れ
ら
の
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
と
は
比
べ
ら
れ
な
い
落
ち
つ
い
た

明
る
い
表
情
に
、
私
は
深
く
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
奴
隷
制
度
と
い
う
ア
メ
リ
カ

合
衆
国
の
歴
史
的
犯
罪
が
、
そ
の
違
い
の
大
き
な
原
因
で
あ
る
が
、
ま
た
同
時
に
、
今
日
の
か

れ
ら
の
平
穏
さ
の
な
か
に
、
ア
フ
リ
カ
の
文
化
の
、
そ
し
て
イ
ス
ラ
ー
ム
の
影
響
を
見
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
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一 ． ア メ リ カ と い う 〈 他 者 〉
　

先 日 、 カ イ ロ で タ ク シ ー に 乗 っ た と き の こ と だ 。 人 懐 こ い こ と で 有
名 な エ ジ プ ト 人 は 必 ず と い っ て い い く ら い 、 ど こ か ら 来 た の か と 尋 ね 、ア ラ ビ ア 語 が 通 じ る と わ か る と 、 い ろ い ろ と 話 し か け て く る 。 日 本 から 来 た と 答 え た 私 に 、  「 日 本 は い い 。 ナ ン バ ー ワ ン だ 」 と お 決 ま り の社 交 辞 令 を 言 っ た 後 、 そ の 運 転 手 は こ う 続 け た 。  「 ア メ リ カ は よ く な い 。ヨ ー ロ ッ パ 諸 国 も よ く な い 。 フ ラ ン ス は 、 ま あ ま し だ 。  」 こ う し た 言 葉が タ ク シ ー の 運 転 手 、 つ ま り 特 に 政 治 に 関 心 が あ る わ け で も な い 普 通の 人 々 の 口 か ら 出 た こ と は 、 こ れ ま で に は あ ま り な か っ た と 言 っ て 良い 。 ア メ リ カ と い う 国 は こ れ ま で に な い ほ ど 、 負 の 意 味 を 帯 び て い るよ う だ 。

　

エ ジ プ ト の み な ら ず 、 ア ラ ブ

･

イ ス ラ ム 世 界 の 人 々 に と っ て 、 ア メ

リ カ が 否 定 さ れ る べ き 存 在 の 代 表 、  〈 他 者 〉 の 代 名 詞 と な る 背 景 に 、 その 外 交 政 策 が あ る こ と は 間 違 い な い 。 そ れ は 西 洋 近 代 が も っ と も 悪 しき 形 を と っ た も の と 認 識 さ れ る 。

¹た だ こ こ で 問 題 と し た い の は 、 ア

メ リ カ が 批 判 さ れ る に い た る 経 緯 で は な く 、  〈 他 者 〉 た る ア メ リ カ に つい て い か な る 像 が 結 ば れ 、 さ ら に そ れ を 受 け て 形 成 さ れ る 〈 わ れ わ れ 〉の 像 は ど の よ う な も の と な る か と い う 点 で あ る 。 そ の 際 、  〈 わ れ わ れ 〉

の 価 値 と し て 、 イ ス ラ ム が ど う 理 解 さ れ て い る か が 重 要 に な る 。
　

改 め て 指 摘 す る ま で も な く 、  〈 他 者 〉  ・  〈 わ れ わ れ 〉 と は 関 係 性 の 上 に
成 り た つ 概 念 で あ り 、  〈 他 者 〉 と い う 概 念 は 〈 わ れ わ れ 〉 な し に は あ りえ ず 、  〈 わ れ わ れ 〉 と い う 概 念 も ま た 〈 他 者 〉 な し に は あ り え な い 。 誰か を 、 何 か を 、 あ る い は 何 ら か の 特 定 の 要 素 を 排 除 す る こ と に よ っ ての み 、  〈 わ れ わ れ 〉  は 定 義 さ れ う る 。 だ と す れ ば 、  〈 わ れ わ れ 〉  の 集 団 に  〈 他者 〉 が 何 ら か の 形 で 浸 透 し 、 両 者 の 境 界 線 が あ い ま い に な る と い う こと は 、  〈 わ れ わ れ 〉 と い う 集 団 の 存 亡 の 危 機 で あ る と い う こ と に な る 。こ こ に グ ロ ー バ ル 化 の 問 題 が 絡 ん で く る 。 今 、 問 題 に し て い る 〈 他 者 〉と は 、 ど こ か 遠 く に い る 、 何 の 関 係 も 持 ち え な い 、 見 知 ら ぬ 人 々 で はな い 。 そ う で は な く 、  間 接 的 な 接 触 を 通 し て で あ れ 、  何 ら か の 形 で 〈 われ わ れ 〉  に 大 き な 影 響 力 を 振 る う 存 在 で あ る 。 そ の 像 を 裏 返 し た も の が 、そ の ま ま 〈 わ れ わ れ 〉 の 像 と な る 。

　

本 論 で は 、 エ ジ プ ト の 事 例 に 焦 点 を 当 て る 。 イ ス ラ ム 世 界 は 地 理 的
に 広 大 で あ る だ け で な く 、 歴 史 的 な 背 景 も 驚 く ほ ど 多 様 で あ り 、 ひ とつ の 国 で 起 き て い る こ と を 挙 げ て 済 ま す こ と が で き な い の は 言 う ま でも な い 。 し か し エ ジ プ ト は 、 ア ラ ブ

･ イ ス ラ ム 世 界 の 文 化 的 中 心 で あ り 、

そ の 意 味 で 西 洋 近 代 と 最 前 線 で 接 し て き た こ と は 事 実 で あ り 、 ま た その 一 方 で エ ジ プ ト は 、 ア ズ ハ ル と い う イ ス ラ ム 諸 学 の 最 高 学 府 を 抱 え

〈 わ れ わ れ 〉 の 価 値 と し て の イ ス ラ ム
八 木 久 美 子
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̶ ̶ ̶ ̶ 　 文 化 表 象 と し て の 〈 イ ス ラ ー ム 〉 　 ̶ ̶ ̶ ̶

る こ と に よ っ て 、 常 に イ ス ラ ム 世 界 の 学 問 的 中 心 で あ っ た と い う 歴 史を 考 え る と 、 そ こ で 起 き て い る こ と は 、 イ ス ラ ム 世 界 全 体 の 状 況 を 考察 す る 上 で の 少 な く と も 手 が か り と な る こ と に 間 違 い な い 。
　

以 下 に 、  「 ア メ リ カ 」 を キ イ ワ ー ド に し た 三 つ の 素 材 を 使 っ て 、 考 察
を 行 う 。 は じ め に 、 イ ス ラ ム 主 義 の 代 表 的 な 理 論 家 、 サ イ イ ド

･ ク ト ゥ

ブ （ 一 九 〇 六

―

一 九 六 六 ） の 書 い た 『 私 の 見 た ア メ リ カ 』 と い う 旅

行 記 を 取 り あ げ 、 ア メ リ カ が ク ト ゥ ブ に よ っ て い か に 描 か れ て い る か 、そ し て イ ス ラ ム が 「 ア メ リ カ 」 と 対 抗 す る 価 値 と し て 、 い か な る 意 義を 持 つ と 認 識 さ れ る に い た っ た か を た ど る 。 次 に 、 ク ト ゥ ブ と は 政 治的 に は ま っ た く 異 な る 立 場 、 い わ ゆ る 世 俗 主 義 的 な 立 場 を と っ た と され る 作 家 、 ユ ー ス フ ・ イ ド リ ー ス （ 一 九 二 七

―

一 九 九 一 ） が 自 ら の 訪

米 体 験 を 基 に し て 書 い た 『 ニ ュ ー ヨ ー ク 八 〇 』 と い う 中 編 小 説 を 取 り上 げ て 、 ク ト ゥ ブ と の 比 較 を 行 う 。 そ し て 最 後 に 、 一 九 九 八 年 に エ ジプ ト の 映 画 史 上 、 記 録 的 な 成 功 を 収 め た 大 衆 映 画 、  『 ア メ リ カ 大 学 の サイ ー デ ィ ー 』 を 取 り 上 げ 、 民 衆 の ま な ざ し か ら 見 た 「 ア メ リ カ 」 的 なる も の 、 お よ び 〈 わ れ わ れ 〉 の 価 値 と さ れ る も の を 拾 い 上 げ て み た い 。二 ． 転 機 と し て の ア メ リ カ 留 学

―

ク ト ゥ ブ の 場 合

 

　

は じ め に 、 サ イ イ ド

･ ク ト ゥ ブ に つ い て 簡 単 に 紹 介 し て お こ う 。 彼 は

す で に 述 べ た よ う に 、 イ ス ラ ム 主 義 の 代 表 的 な 理 論 家 で あ り 、 彼 の 代表 作 、  『 道 標 』  （ 一 九 六 四 ） は 現 在 に 至 る ま で 、 イ ス ラ ム 主 義 、 つ ま りイ ス ラ ム の 理 念 に 従 っ た 国 家 、  あ る い は 社 会 の 建 設 を 唱 え る 人 々 に と って 、 い わ ゆ る バ イ ブ ル の よ う な 位 置 を 占 め て い る 。 し か し な が ら 注 意

し な け れ ば な ら な い の は 、 イ ス ラ ム 主 義 者 の 代 表 と 考 え ら れ て い る クト ゥ ブ が 、 最 初 か ら 一 貫 し て 政 治 化 し た イ ス ラ ム を 心 に 抱 い て い た わけ で は な い と い う 点 で あ る 。 青 年 時 代 の 彼 は 文 学 に 関 心 を 持 ち 、 自 ら作 品 を 発 表 し も し た 。

²リ ベ ラ ル な 立 場 で 知 ら れ る 、 ノ ー ベ ル 賞 作 家

ナ ギ ー ブ

･ マ フ フ ー ズ と も 親 し く し て い た ど こ ろ か 、 ま だ 無 名 の 作 家 で

あ っ た マ フ フ ー ズ の 才 能 を 誰 よ り も 早 く 見 出 し た の は 、  ク ト ゥ ブ で あ った と さ れ て い る 。 西 洋 近 代 の 産 物 で あ る 小 説 と い う 文 学 形 式 に よ っ て自 己 を 表 現 し よ う と す る 行 為 自 体 が 、  （ 少 な く と も 伝 統 的 な 形 の ） イ スラ ム か ら 一 歩 、 身 を 引 き 離 す こ と を 意 味 し た こ と を 考 慮 す る と 、 彼 のこ う し た 過 去 は 意 外 な も の と 映 る だ ろ う 。
　

ク ト ゥ ブ に と っ て 大 き な 転 機 と な っ た の は 、 一 九 四 八 年 か ら
一 九 五 〇 年 の 二 年 間 に わ た る ア メ リ カ 留 学 で あ っ た 。

³
当 時 、 教 育

省 に 勤 め て い た 彼 は 政 府 か ら 命 じ ら れ ア メ リ カ へ 向 か う の で あ る が 、一 九 四 八 年 か ら 一 九 五 〇 年 と い え ば 、 ま さ に イ ス ラ エ ル が 建 国 さ れ 、パ レ ス チ ナ 問 題 が ア ラ ブ

･ イ ス ラ ム 世 界 の 人 々 の 間 で 関 心 の 的 と な っ て

い た こ ろ で あ る 。 ア メ リ カ の イ ス ラ エ ル 支 持 は 、 周 知 の 事 実 で あ っ た 。
　

二 年 後 、 帰 っ て き た 彼 は 大 き く 変 わ っ て い た 。 渡 米 以 前 か ら 彼 は ア
メ リ カ に 批 判 的 で あ っ た と は い え 、 そ れ は ア メ リ カ の 外 交 政 策 に 対 して の 批 判 で あ っ た 。 し か し な が ら 帰 っ て き た 彼 は 、 ア メ リ カ 社 会 そ のも の を 否 定 す る よ う に な っ て い た 。 彼 が 見 た ア メ リ カ は 、 効 率 性 と 生産 性 の 高 さ 以 外 、 な ん ら 誉 む べ き と こ ろ の な い 、 哀 れ な ほ ど に 人 間 性を 失 っ た 社 会 だ っ た の だ 。 彼 は 帰 国 後 、 反 米 的 な 姿 勢 を 鮮 明 に し 、 イス ラ ム を 「 ア メ リ カ 」 的 な る も の へ の 対 抗 策 と 見 る よ う に な っ た 。

⁴

　

ク ト ゥ ブ は 、  留 学 中 の 見 聞 を 帰 国 後 、  エ ジ プ ト の 雑 誌 、  『 ア ル ＝ リ サ ー
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ラ 』  で 発 表 し て い る 。

⁵こ れ は 一 九 八 五 年 に ア ル ＝ ハ ー リ デ ィ ー に よ っ

て 、 解 説 を 添 え た 形 で 、  『 サ イ イ ド

･

ク ト ゥ ブ の 目 を 通 し た 、 内 側 か ら

の ア メ リ カ 』 と い う 一 冊 の 本 に 収 録 さ れ な お し て い る が 、 こ の 本 が すで に 第 八 版 で あ る こ と か ら も 、 ア メ リ カ に つ い て の ク ト ゥ ブ の 言 説 が今 も な お 持 っ て い る 影 響 力 の 大 き さ を 理 解 す る こ と が で き る 。  『 私 の 見た ア メ リ カ 』 か ら 一 部 を 見 て み よ う 。
　 　

〈 ア メ リ カ に お け る 性 の 原 始 性 〉

　

ア メ リ カ 人 は 性 生 活 に お い て 、 そ し て 婚 姻 関 係 、 家 族 関 係 に お い て
原 始 的 で あ る 。 私 は 旧 約 聖 書 を 勉 強 し て い た と き 、  「 創 世 記 」 の な か に 、神 に よ る 人 間 の 最 初 の 創 造 の 物 語 に 関 す る 章 を 見 つ け た 。 そ れ は 「 男と 女 と し て 彼 ら を 創 造 し た 」 と い う 章 で あ る 。 私 の こ の 章 句 に 何 度 も出 会 っ た が 、 そ の 意 味 は ア メ リ カ に い た 時 ほ ど 、 あ か ら さ ま な 形 で 私の 前 に 立 ち 現 れ る こ と は な か っ た 。

　 　

〈 性 と 腐 敗 〉

　

人 間 の 長 い 歴 史 が そ の 創 造 と 維 持 に 懸 命 に な っ た の は 、 性 に 関 す る
道 徳 で あ り 、 こ う し た （ 婚 姻

･ 家 族 ） 関 係 の 周 り に 生 み 出 し た の は 感 情

や 感 覚 で あ っ て 、 そ し て 闘 い の 対 象 と な っ た の は 感 性 の 粗 野 さ と 本 能の 陰 鬱 さ で あ る 。 そ れ は 、 個 人 の 感 情 の 中 に 、 家 族 生 活 の 中 に 、 そ して 社 会 と い う 大 海 の 中 に 、 揺 ら め く 光 線 と 羽 を 得 た オ ー ラ 、 そ し て 束縛 の な い 希 望 、 そ し て こ れ ら の 関 係 の 周 囲 に 広 が る 強 固 な 絆 を す べ て解 き 放 つ た め で あ る 。
　

こ う し た こ と が す べ て 、 ア メ リ カ で の 生 活 で は 一 挙 に な く な っ て し
ま う 。 そ れ に は 何 の 美 化 の 要 素 も な く 、 む き 出 し の ま ま で あ る 。  （ 男 も

女 も ） 最 初 に 創 ら れ た ま ま だ 。 肉 体 対 肉 体 。 男 対 女 。 肉 体 の 欲 求 と 衝動 に 基 づ い て 、  関 係 が 成 り 立 ち 、  つ な が り が 決 定 す る 。 そ し て そ こ か ら 、行 動 の ル ー ル 、 社 会 の 道 徳 、 そ し て 家 族 と 個 人 の つ な が り が 導 き 出 され る の で あ る 。
　

あ ら ゆ る 覆 い を 取 り 除 か れ 、 い か な る 羞 恥 心 も な く 、 た だ 肉 体 の 誘
惑 の み に よ っ て 、 若 い 女 性 は 若 い 男 性 と 出 会 う 。 肉 体 の 強 さ 、 そ し てそ の 筋 肉 （ の 強 さ ） か ら 、 男 性 は 女 性 の 賞 賛 を 引 き 出 し 、 夫 は そ の 権利 を 引 き 出 す 。 だ か ら こ そ 、 男 が 何 ら か の 理 由 で そ れ ら を 失 っ た と き 、こ う し た 権 利 は す べ て 慣 例 ど お り に 消 え て く 。

　 　

〈 ア メ リ カ 女 性 の 誘 惑 と い う 現 象 〉

　

ア メ リ カ の 女 性 は 、 自 分 の 肉 体 的 な 魅 惑 の あ り か を よ く 知 っ て い
る 。 顔 の 中 に 、  も の 言 い た げ な 目 に 、  そ し て 渇 い た 唇 に あ る こ と を 知 って い る 。 肉 体 の ど こ に 魅 力 が あ る か を わ か っ て い る の だ 。 突 き 出 た胸 、 丸 み を 帯 び た 腰 、 ふ く よ か な 腿 や 滑 ら か な す ね に 、 魅 惑 の 源 が ある こ と を 知 っ て い る 。 彼 女 は そ れ を す べ て 露 わ に し 、  隠 そ う と は し な い 。服 装 に 関 し て も 、 よ く 知 っ て い る 。 原 始 的 な 感 覚 に 訴 え る よ う な 派 手な 色 、 肉 体 の 魅 惑 的 な 部 分 を 際 立 た せ る よ う な 仕 立 て 方 の 中 に あ る こと を 知 っ て い る の だ 。

―　

時 と し て ア メ リ カ 女 性 の 中 に は 、 ほ ん と う

に 叫 ぶ よ う な 生 命 力 に 溢 れ た 魅 惑 が あ る 。

― 

そ れ だ け で は な い 。 彼 女

は そ れ に 気 を 引 く よ う な 笑 い 声 、 あ か ら さ ま な 視 線 、 大 胆 な 動 き を つけ 加 え る 。 こ う し た こ と を 瞬 時 も 無 視 し た り 、 忘

れ た り し な い の だ 。

⁶

　 　

〈 ア メ リ カ で は 性 の 問 題 は 生 物 学 的 な 問 題 〉

　

こ の よ う に し て 、

b
as

hf
ul 

と い う 語 、 つ ま り 恥 ら う 、 恥 ず か し が り
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̶̶̶̶　文化表象としての〈イスラーム〉　̶̶̶̶

と
い
う
語
は
、（
ア
メ
リ
カ
で
は
）
不
名
誉
な
お
ぞ
ま
し
い
言
葉
の
一
つ
に
な
っ

た
。
性
的
な
関
係
は
、
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
掟
ど
お
り
、
あ
ら
ゆ
る
束
縛
を
解
き
放
た

れ
た
の
で
あ
る
。
な
か
に
は
そ
れ
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
者
も
い
る
が
、あ
る
時
、

大
学
で
ひ
と
り
の
女
性
が
私
に
言
っ
た
も
の
だ
。「
性
の
問
題
と
い
う
の
は
、
ま
っ

た
く
も
っ
て
倫
理
的
な
問
題
で
は
な
い
わ
。
そ
れ
は
純
粋
に
生
物
学
的
な
問
題
よ
。

そ
う
い
う
角
度
か
ら
見
る
と
、
卑
し
い
と
か
素
晴
ら
し
い
と
か
、
善
い
と
か
悪
い

と
か
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
、
性
の
問
題
を
扱
う
の
は
的
外
れ
だ
と
い
う
こ
と
が

わ
か
る
の
よ
。
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
な
ん
て
、
私
た
ち
ア
メ
リ
カ
人
に
は
奇
妙
に

思
え
る
ど
こ
ろ
か
、
笑
っ
て
し
ま
う
わ
。」
他
に
は
、
た
と
え
ば
博
士
号
を
取
る
た

め
に
勉
強
し
て
い
る
、
あ
る
学
生
が
し
た
よ
う
に
、
次
の
よ
う
に
説
明
、
理
由
付

け
し
よ
う
と
す
る
者
も
い
る
。「
こ
こ
で
は
み
な
、
仕
事
で
忙
し
い
ん
だ
。
何
に
も

邪
魔
さ
れ
た
く
な
い
。
感
情
に
費
や
し
て
い
る
時
間
な
ん
て
な
い
。
抑
制
は
神
経

を
す
り
減
ら
す
し
ね
。
こ
ん
な
厄
介
な
問
題
は
措
い
て
、
神
経
を
落
ち
着
か
せ
て

仕
事
に
打
ち
込
み
た
い
の
さ
。」

　
　
〈
ア
メ
リ
カ
人
の
神
経
〉

　

こ
こ
で
こ
の
話
に
コ
メ
ン
ト
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
私
の
関
心
は
、
彼
ら
が
こ

の
問
題
に
つ
い
て
ど
う
考
え
る
か
だ
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
落
ち
着
い
た

神
経
を
示
し
て
い
る
も
の
な
ど
な
に
も
な
い
。
快
適
な
生
活
の
手
段
が
い
ろ
い
ろ

と
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
形
の
保
証
が
あ
り
、
余
っ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
使
う
簡
単
な
方

法
が
あ
る
と
い
う
の
に
。

　
　
〈
ア
メ
リ
カ
人
は
人
間
性
を
欠
く
〉

　

彼
ら
の
中
に
は
こ
れ
を
欺
瞞
か
ら
の
自
由
、
あ
る
い
は
現
実
の
直
視
と
呼
ぶ
者

も
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
欺
瞞
か
ら
の
自
由
と
、
人
間
と
動
物
の
区
別
と
な
る

よ
う
な
人
間
性
か
ら
の
自
由
と
の
間
に
は
、
根
本
的
な
違
い
が
あ
る
。
た
し
か
に

人
間
は
そ
の
長
い
歴
史
の
中
で
、
性
的
な
関
心
が
自
然
で
正
当
な
も
の
で
あ
る
こ

と
を
無
視
は
し
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
性
的
な
欲
求
へ
の
隷
属
か
ら

逃
れ
、
か
つ
そ
の
低
い
次
元
か
ら
離
れ
る
た
め
に
、
意
識
的
に
、
そ
し
て
無
意
識

の
う
ち
に
、
性
的
な
関
心
を
制
御
し
よ
う
と
懸
命
に
闘
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

然
り
、
そ
れ
は
必
要
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
ぜ
、
人
間
は
そ
の
必
要
な
も

の
を
顕
わ
に
す
る
こ
と
を
恥
じ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
必
要
な
も

の
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
、
そ
れ
こ
そ
が
隷
属
状
態
か
ら
の
解
放
の
証
明
で

あ
り
、人
間
性
の
階
梯
の
最
初
の
一
段
で
あ
る
こ
と
を
人
間
が
本
能
的
に
感
じ
取
っ

て
お
り
、
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
自
由
に
戻
っ
て
い
く
こ
と
は
仮
面
を
か
ぶ
っ
た
隷
属
状

態
、
最
初
の
原
始
的
な
段
階
に
後
退
し
て
い
く
こ
と
に
過
ぎ
な
い
と
理
解
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。⁷

 　

ク
ト
ゥ
ブ
は
ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
繰
り
返
し
、「
原
始
的badā‛ī

」

と
い
う
形
容
詞
を
使
う
。
よ
り
な
じ
む
日
本
語
に
す
る
と
す
れ
ば
、「
野
蛮
な
」
と

い
っ
た
と
こ
ろ
だ
ろ
う
か
。『
私
が
見
た
ア
メ
リ
カ
』
全
体
を
見
る
と
、
彼
が
ア
メ

リ
カ
に
つ
な
げ
た
の
は
、「
原
始
（
性
）」、「
粗
野
」、「
動
物
」、「
肉
体
」、「
物
質
」

な
ど
の
概
念
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
に
欠
け
て
い
る
と
し
た
も
の
は
、「
道
徳
」、「
羞

恥
心
」、「
感
情
」、「
精
神
」、「
抑
制
」
等
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
が
見
た
ア
メ
リ

カ
人
と
は
、
動
物
と
大
し
て
変
わ
ら
な
い
原
始
人
の
よ
う
な
人
々
で
あ
り
、
歴
史

上
の
原
始
人
と
異
な
る
の
は
た
だ
、
彼
ら
が
優
れ
た
道
具
、
機
械
を
持
っ
て
い
る

と
い
う
一
点
に
過
ぎ
な
い
。
豊
か
な
感
情
を
持
た
ず
、
物
質
的
な
欲
望
に
の
み
駆

ら
れ
、
中
で
も
そ
の
性
の
放
埓
さ
は
人
間
を
動
物
の
域
に
ま
で
貶
め
る
ほ
ど
だ
と

さ
れ
る
。
結
論
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
劣
っ
た
人
々
が
世
界
を
支
配
す
る
こ
と
が
、

人
類
全
体
に
と
っ
て
い
か
に
不
幸
な
こ
と
で
あ
る
か
が
訴
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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で
は
、
い
っ
た
い
こ
う
し
た
「
ア
メ
リ
カ
」
の
対
極
に
あ
る
社
会
と
は
ど
の
よ

う
な
社
会
な
の
か
。
彼
は
先
に
挙
げ
た
『
道
標
』
に
収
録
さ
れ
た
「
イ
ス
ラ
ム
こ

そ
文
明
」
と
い
う
エ
ッ
セ
ー
の
中
で
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　　
「
家
族
」
が
社
会
の
基
盤
で
あ
る
が
、
家
族
と
い
う
も
の
は
夫
と
妻
の
間
の
仕

事
の
「
役
割
分
担
」
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
の
世
代
を
育
て
る
こ
と
は
家

族
の
最
も
重
要
な
機
能
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
社
会
は
本
当
に
文
明
化
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
家
族
は
、̶

̶
イ
ス
ラ
ム
的
な
方
法
に
よ
っ
て̶

̶

先
の
節
で
私
が
示

し
た
よ
う
な
「
人
間
的
な
」
価
値
や
道
徳
が
次
の
新
し
い
世
代
の
中
で
発
展
し
成

長
す
る
た
め
の
環
境
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
価
値
は
家
族
と
い
う
単
位
を
措
い
て
は

存
在
し
得
な
い
。
ま
た
他
方
で
、（
い
わ
ゆ
る
自
由
な
）
性
関
係
と
（
非
合
法
的
）

生
殖
が
社
会
の
基
礎
に
な
り
、
両
性
の
間
の
関
係
が
欲
望
、
欲
求
、
衝
動
に
基
づ

き
、
そ
し
て
家
族
の
中
で
の
役
割
分
担
や
義
務
に
基
づ
か
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ

ば
、
そ
し
て
女
性
の
役
割
が
飾
り
た
て
る
こ
と
、
誘
惑
す
る
こ
と
、
魅
惑
す
る
こ

と
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
し
て
も
し
女
性
が
新
し
い
世
代
を
育
て
る
と
い
う
そ
の
基

本
的
な
任
務
か
ら
離
さ
れ
、
ホ
テ
ル
に
お
い
て
で
あ
れ
、
飛
行
機
で
あ
れ
、
船
の

中
で
あ
れ
、
接
客
員
な
る
こ
と
を
よ
り
好
む
の
で
あ
れ
ば
、̶

̶

か
つ
社
会
も
そ

の
方
が
よ
し
と
す
る
の
で
あ
れ
ば̶

̶

、
ま
た
女
性
が
今
日
で
は
物
質
的
な
生
産

が
「
人
間
の
生
産
」
よ
り
も
よ
り
重
要
で
、
よ
り
価
値
が
あ
り
、
よ
り
名
誉
な
こ

と
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
、「
人
間
の
生
産
」
に
自
ら
の
能
力
を
使
わ
ず
、「
物
質

的
な
生
産
」
と
「
道
具
の
生
産
」
の
の
た
め
に
自
分
の
能
力
を
費
や
す
の
で
あ
れ
ば
、

そ
の
時
そ
こ
に
存
在
す
る
の
は
、
人
間
的
な
視
点
か
ら
し
て
「
文
明
と
し
て
の
後

進
性
」
で
あ
り
、
イ
ス
ラ
ム
の
用
語
を
用
い
て
言
え
ば
「
ジ
ャ
ー
ヒ
リ
ー
性
」
で

あ
る
。

　

家
族
と
両
性
の
関
係
は
、
ひ
と
つ
の
社
会
の
性
格
を
決
め
る
上
で
、
つ
ま
り
そ

れ
が
後
進
的
か
文
明
化
さ
れ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
ジ
ャ
ー
ヒ
リ
ー
的
か
イ
ス
ラ

ム
的
か
を
見
極
め
る
上
で
決
定
的
な
問
題
で
あ
る
。
動
物
的
な
価
値
、
道
徳
、
欲

望
が
支
配
し
て
い
る
よ
う
な
社
会
は
、
文
明
化
さ
れ
た
社
会
で
は
あ
り
え
な
い
。

産
業
や
科
学
に
お
い
て
ど
れ
ほ
ど
の
進
歩
を
成
し
遂
げ
て
い
る
か
な
ど
関
係
が
な

く
、
こ
う
し
た
基
準
こ
そ
が
、「
人
間
的
な
」
進
歩
の
度
合
い
を
測
る
う
え
で
誤
る

と
こ
ろ
の
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。⁸

　

こ
こ
に
、
重
要
な
点
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。「
文
明
化
さ
れ
た
社
会
」
と

は
、
本
能
の
命
ず
る
ま
ま
に
動
く
動
物
と
は
一
線
を
画
し
、
物
欲
や
肉
欲
が
支
配

す
る
の
で
は
な
く
、
人
と
人
と
の
関
係
に
抑
制
を
効
か
せ
、
人
間
が
豊
か
な
感
情

を
持
ち
な
が
ら
生
き
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
秩
序
あ
る
社
会
の
こ
と
を
言
う
。
そ

し
て
彼
の
考
え
る
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
ま
さ
に
「
イ
ス
ラ
ム
的
」
社
会
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
そ
れ
こ
そ
、「
原
始
的
な
ア
メ
リ
カ
」
と
は
本
質
的
に
異
な
る
、〈
わ
れ
わ
れ
〉

の
社
会
で
あ
る
。
そ
れ
は
男
女
の
役
割
分
担
に
基
づ
い
た
家
族
と
い
う
単
位
を
基

本
と
し
、
人
間
的
な
価
値
を
大
切
に
す
る
社
会
で
あ
る
。
そ
こ
に
生
き
る
女
性
は
、

ア
メ
リ
カ
女
性
の
よ
う
に
肉
体
の
魅
力
あ
る
部
分
を
露
わ
に
し
た
り
せ
ず
、
慎
み

深
く
、
思
慮
深
い
振
る
舞
い
を
す
る
。⁹　

　

上
に
挙
げ
た
文
章
の
な
か
で
彼
自
身
が
括
弧
を
つ
け
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら

か
な
よ
う
に
、
彼
の
理
解
に
お
い
て
は
、
人
間
性
と
文
明
（
性
）
と
イ
ス
ラ
ム
が

結
び
つ
き
、
動
物
性
と
後
進
性
と
ジ
ャ
ー
ヒ
リ
ー
ヤ
が
結
び
つ
い
て
い
る
。
後
者

に
よ
っ
て
「
ア
メ
リ
カ
」
が
連
想
さ
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
さ
ら
に
、

こ
の
エ
ッ
セ
ー
の
中
で
、
ク
ト
ゥ
ブ
は
お
そ
ら
く
意
図
的
に
、「
そ
れ
は
後
進
的
な
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社 会 、  あ る い は イ ス ラ ム の 用 語 で 言 え ば 、  『 ジ ャ ー ヒ リ ー 的 社 会 』  な の だ 」と い う フ レ ー ズ を 繰 り 返 し 挿 し は さ む 。 ジ ャ ー ヒ リ ー ヤ と は イ ス ラ ム以 前 の 多 神 教 、 偶 像 崇 拝 が 行 わ れ て い た 時 代 の こ と で あ り 、 ま さ に イス ラ ム が 否 定 す る も の の 代 名 詞 で あ る こ と を 考 え る と 、 そ れ が い か に大 き な イ ン パ ク ト を 持 つ か は 容 易 に 想 像 で き る 。 つ ま り 、 彼 は ア メ リカ が 代 表 す る よ う な 人 間 性 に 欠 け た 物 質 文 明 を 、 イ ス ラ ム の 立 場 か らは 決 し て 許 す こ と の で き な い も の 、 つ ま り ジ ャ ー ヒ リ ー 的 価 値 で あ ると 刻 印 す る こ と に よ っ て 、 そ れ と の 闘 い を イ ス ラ ム 教 徒 の 宗 教 的 義 務に ま で 高 め て い る 。
　

三
． 西 洋 近 代 の 末 路

―

イ ド リ ー ス の ア メ リ カ 批 判

　

才 能 豊 か な 作 家 と し て 知 ら れ る イ ド リ ー ス の 作 品 と し て は 、  『 ニ ュ ー
ヨ ー ク 八 〇 』 は 、 あ ま り 評 価 で き る も の で は な い 。 失 敗 作 と 言 っ て も言 い 過 ぎ で は な い だ ろ う 。 し か し そ の 中 で の ア メ リ カ 批 判 は 単 純 す ぎる ほ ど に 率 直 で あ り 、 そ の 意 味 で は 貴 重 な 材 料 を 提 供 し て く れ る 。 彼も ま た ク ト ゥ ブ と 同 じ よ う に 、 実 際 に ア メ リ カ 社 会 を 見 た こ と が 、 外交 政 策 を 理 由 と し た ア メ リ カ へ の 嫌 悪 感 を 拭 い 去 る ど こ ろ か 、 そ れ をさ ら に 強 化 し 、 裏 付 け る 結 果 に な っ た 。 ア メ リ カ が 見 せ る ゆ が ん だ 政治 的 な 振 る 舞 い は 、 一 般 の ア メ リ カ 人 の 日 常 生 活 に お け る 振 る 舞 い と無 関 係 で は な い と い う 結 論 に 至 っ た の で あ る 。

　

作 品 は 、 ニ ュ ー ヨ ー ク を 訪 問 中 の エ ジ プ ト 人 作 家 が ひ と り の 娼 婦 と
出 会 う こ と か ら 始 ま る 。 大 部 分 が 二 人 の 会 話 に よ っ て 構 成 さ れ る こ の作 品 が 、 イ ド リ ー ス の 訪 米 体 験 を 基 に し て お り 、 主 人 公 の モ デ ル が 彼

自 身 で あ る こ と は 明 ら か で あ る 。 主 人 公 が 出 会 う こ の 娼 婦 は 、 実 は 博士 号 を 持 ち 、 有 名 な 病 院 に 勤 め る 精 神 科 医 だ と い う 設 定 に な っ て お り 、彼 女 は 金 に 困 っ て 売 春 を し て い る わ け で は な い 。 そ う で は な く 彼 女 は 、最 短 の 時 間 で で き る だ け 多 く の 金 を 稼 ぎ 、 そ の 金 で よ り 優 雅 な 生 活 を送 る こ と が 一 番 賢 い 生 き 方 だ と 考 え て い る の だ 。 人 間 の 身 体 お よ び 精神 の 神 聖 さ を 信 じ て 疑 わ な い エ ジ プ ト 人 作 家 と こ の 女 性 と の 間 に は 、響 き あ う も の は な に も な い 。 ど れ だ け 話 を 続 け て も 、 二 人 が 理 解 し あう こ と は ま っ た く な く 、 幕 切 れ は 、 い ら つ い た 娼 婦 が 部 屋 を 飛 び 出 すと い う 救 い の な い も の で あ る 。
　

効 率 の よ さ こ そ 、 物 質 的 な 豊 か さ こ そ 、 人 間 を 幸 せ に す る と い う 自
ら の 信 念 を 雄 弁 に 語 っ て み せ る 娼 婦 に 、 主 人 公 の 作 家 が 投 げ つ け る 言葉 は こ う だ 。

　

「 あ な た は ま だ 、 自 分 に も 何 ら か の 考 え が あ る と 信 じ 込 ま せ た い の です か ？ あ な た の 言 う こ と を 聞 い て い て 恐 ろ し く な る の は 、 そ の な か にあ る 種 の 恐 ろ し い 崩 壊 が あ る の が 私 に は っ き り と わ か る か ら で す 。 あな た た ち の 文 明 と は 言 わ な い 。 こ の 文 明 、 い や ど の 文 明 で も 最 も 大切 な も の は 女 性 で す 。 あ な た の よ う な 女 性 は 、 精 神 的 に も 知 的 に も 哲学 的 に も 破 壊 者 で す 。 僕 を 驚 か せ る の は 、 あ な た の よ う な 女 た ち が 客の 男 を 見 つ け る こ と が で き る こ と で す 。 男 と 女 の 関 係 が 原 始 的 な 、 汚い 売 買 の 段 階 を と っ く に 超 え て い て 、 抜 き ん 出 て い る と さ れ て い る 社会 に 育 っ た 男 た ち な の で す よ 。 … 二 十 世 紀 の 後 半 に 世 界 で も っ と も 秀で た 国 に 暮 ら す 男 が い っ た い ど う や っ て 女 性 を 、 女 性 の 肉 体 を 、 当の 女 性 の 感 情 を 無 視 し て 自 分 の も の に す る こ と な ど で き る の で し ょ う
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か
。
内
も
外
も
裸
に
な
る
こ
と
を
受
け
入
れ
る
が
た
め
の
代
償
が
、
男
が
代
金
と

し
て
払
う
何
ド
ル
か
な
ん
で
す
。
僕
は
、科
学
を
進
歩
さ
せ
月
ま
で
到
達
し
な
が
ら
、

身
体
に
関
し
て
は
奴
隷
の
感
覚
に
沈
ん
で
い
る
よ
う
な
文
明
は
嫌
い
で
す
。
そ
し

て
、
あ
な
た
の
よ
う
な
女
性
に
は
嫌
悪
感
を
覚
え
ま
す
。」¹⁰

　

作
家
が
こ
の
娼
婦
を
前
に
し
て
思
い
出
し
て
い
た
の
は
、
祖
国
エ
ジ
プ
ト
の
娼

婦
た
ち
だ
っ
た
。
彼
女
た
ち
が
い
つ
も
バ
ッ
グ
に
入
れ
て
い
る
の
は
、こ
の
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
の
娼
婦
と
は
違
い
、最
高
級
の
香
水
で
は
な
い
。
彼
女
た
ち
が
い
つ
も
、バ
ッ

グ
に
忍
ば
せ
て
い
る
の
は
ヨ
ー
ド
チ
ン
キ
の
濃
縮
液
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

万
が
一
、
警
察
に
捕
ま
っ
た
と
き
に
そ
の
場
で
飲
む
た
め
の
も
の
だ
っ
た
。
飲
ん

で
死
に
至
れ
ば
、
身
元
が
明
か
さ
れ
る
こ
と
な
く
卑
し
い
生
活
か
ら
永
遠
に
解
放

さ
れ
る
し
、
生
き
延
び
た
と
し
て
も
、
病
院
に
入
れ
ら
れ
て
寝
る
場
所
と
食
べ
物

を
保
証
さ
れ
、
汚
い
男
の
体
か
ら
自
由
な
幾
日
か
を
送
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
運

だ
と
彼
女
た
ち
は
考
え
て
い
た
。
彼
女
た
ち
は
何
が
正
し
い
か
、
ど
う
生
き
る
こ

と
が
人
間
と
し
て
あ
る
べ
き
か
を
分
か
ら
ず
、
売
春
を
し
て
い
た
の
で
は
な
い
。

ま
し
て
や
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
娼
婦
の
よ
う
に
売
春
を
効
率
の
よ
い
商
売
と
得
意

げ
に
語
っ
て
み
せ
な
ど
し
な
い
。
彼
女
た
ち
は
自
分
の
生
業
を
恥
じ
な
が
ら
、
し

か
し
生
き
て
い
く
た
め
に
し
か
た
な
く
身
を
売
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
恥
じ
る
と

い
う
こ
と
で
、
彼
女
た
ち
は
人
間
と
し
て
の
最
低
限
の
尊
厳
を
守
っ
て
い
る
。

　

イ
ド
リ
ー
ス
は
、
ク
ト
ゥ
ブ
と
は
世
代
も
違
え
ば
、
政
治
的
な
立
場
も
ま
っ
た

く
異
な
る
。
そ
れ
を
考
え
る
と
、
彼
が
ア
メ
リ
カ
に
対
し
て
見
せ
る
拒
絶
感
が
、

ク
ト
ゥ
ブ
の
そ
れ
と
似
て
い
る
の
は
驚
く
ほ
ど
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て「
原

始
的
」と
い
う
言
葉
を
使
う
だ
け
で
な
く
、ア
メ
リ
カ
人
を「
恥
を
知
ら
な
い
」人
々

と
し
て
い
る
こ
と
も
ク
ト
ゥ
ブ
と
同
じ
で
あ
る
。
で
は
、
彼
は
こ
う
し
た
「
ア
メ

リ
カ
的
」
価
値
に
対
抗
す
る
も
の
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
期
待
を
イ
ス
ラ
ム
に
寄

せ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。『
岸
の
な
い
イ
ス
ラ
ム
』
に
収
録
さ
れ
た
「
イ
ス
ラ
ム
の
科

学
と
西
洋
の
科
学
」
と
い
う
エ
ッ
セ
ー
の
な
か
で
、
イ
ド
リ
ー
ス
は
イ
ス
ラ
ム
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　

科
学
と
い
う
も
の
は
、
科
学
そ
れ
自
体
の
ほ
か
に
何
か
目
的
が
な
け
れ
ば
、
愚

行
か
不
正
に
な
る
。
科
学
の
た
め
の
科
学
、生
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
知
識
の
肥
大
は
、

人
間
の
持
つ
他
の
す
べ
て
の
次
元
に
お
け
る
収
縮
を
ひ
き
お
こ
す
。
つ
ま
り
、愛
情
、

創
造
、
生
の
不
可
視
の
部
分
に
つ
い
て
の
考
察
、
私
た
ち
と
自
然
と
の
関
係
、
お

よ
び
私
た
ち
同
士
の
人
間
的
な
関
係
に
お
い
て
調
和
と
均
衡
を
保
と
う
と
す
る
意

志
、
と
い
っ
た
次
元
が
収
縮
す
る
の
で
あ
る
。

　

タ
ウ
ヒ
ー
ド
（
神
の
唯
一
性
）
の
原
則
は
、
科
学
と
信
仰
の
間
の
隔
た
り
を
埋

め
た
。
自
然
の
な
か
に
あ
る
も
の
は
す
べ
て
、
神
の
存
在
の
徴
で
あ
る
。
自
然
を

知
る
と
い
う
行
為
は
、
一
種
の
礼
拝
と
同
じ
で
あ
り
、
神
に
近
づ
く
た
め
の
道
で

あ
る
。¹¹

　

豊
か
な
精
神
性
を
イ
ス
ラ
ム
な
ら
で
は
の
価
値
と
し
て
強
調
す
る
点
で
は
、
イ

ド
リ
ー
ス
は
ク
ト
ゥ
ブ
と
変
わ
り
な
い
。
し
か
し
イ
ド
リ
ー
ス
が
考
え
る
イ
ス
ラ

ム
は
、
男
女
の
役
割
分
担
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
つ
な
が
ら
な
い
。
実
際
、
彼
は
し

ば
し
ば
エ
ジ
プ
ト
に
お
け
る
女
性
が
男
性
ほ
ど
に
自
由
を
享
受
し
て
い
な
い
こ
と

を
批
判
的
に
指
摘
し
て
お
り
、
女
性
に
対
し
て
宗
教
規
範
の
遵
守
を
と
り
わ
け
厳

格
に
求
め
る
こ
と
な
ど
ま
っ
た
く
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
エ
ジ
プ
ト
の
娼
婦
た
ち
は
、

否
定
さ
れ
る
べ
き
対
象
と
し
て
で
は
な
く
、
社
会
的
矛
盾
の
最
大
の
犠
牲
者
と
し

て
扱
わ
れ
、
そ
し
て
惨
め
な
境
遇
に
身
を
置
い
て
も
な
お
人
間
ら
し
さ
を
失
わ
な
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い と い う 意 味 で  「 イ ス ラ ム 的 」  人 間 の 例 と し て 敬 意 を 払 わ れ る の で あ る 。二 人 が 頭 に 思 い 描 く 「 イ ス ラ ム 」 的 社 会 の 姿 に は 、  か な り の 違 い が あ る 。「 ア メ リ カ 的 」 価 値 に 対 抗 す る も の と し て イ ス ラ ム を 見 る と い う 点 に 関し て は 、 二 人 は 同 じ で あ り な が ら 、 そ の 先 に イ ス ラ ム に 託 す も の 、 そし て 〈 わ れ わ れ 〉 の 価 値 と し て 具 体 的 に イ メ ー ジ す る も の は か な り 異な っ て い る 。四 ． 大 衆 の 見 る 「 ア メ リ カ 」

― 

映 画 に 現 れ る 「 ア メ リ カ 」 的 な る も の

　

次 に 、 ク ト ゥ ブ や イ ド リ ー ス の よ う な 知 識 人 で は な く 、 い わ ゆ る 民
衆 の 間 で は 、 ど の よ う な イ メ ー ジ が ア メ リ カ に つ い て 結 ば れ て い る のか を 見 て み た い 。 こ こ で は 素 材 と し て 、 エ ジ プ ト の 大 衆 映 画 を 使 う 。エ ジ プ ト に 限 ら ず 、 一 般 的 に 商 業 的 成 功 を 義 務 づ け ら れ て い る 映 画 の場 合 、 大 衆 の 嗜 好 を 考 慮 に 入 れ な い わ け に は い か な い 。 た し か に 映 画と い う 媒 体 が 、 新 し い 情 報 や 視 点 を 提 供 す る こ と で 、 観 客 が 持 っ て いた 偏 向 し た 見 方 を 正 す こ と が な い わ け で は な い 。 し か し な が ら 、 それ よ り も は る か に 、 観 客 が 信 じ て い る も の の 正 し さ を 確 信 さ せ る 作 品の 方 が 娯 楽 と し て 好 ま れ る 以 上 、 そ う し た 作 品 の 数 の 方 が 多 く な る のは 避 け が た い 。 こ う し て 大 衆 映 画 と い う も の は 、 観 客 が す で に 獲 得 して い る 視 点 や 情 報 か ら 大 き く 外 れ る こ と が な く 、 人 々 は こ れ ら の 映 画を 見 る こ と に よ っ て 自 ら の 視 点 や 情 報 を さ ら に 確 認 、 強 化 し て い く とい う 循 環 が 生 ま れ る 。 こ の よ う な 意 味 で 一 般 に 大 衆 映 画 と い う も の は 、他 の い か な る メ デ ィ ア よ り も 大 衆 に 近 い と 言 え る が 、 エ ジ プ ト の よ うに 識 字 率 が い ま だ 低 く 、 文 字 媒 体 が 限 ら れ た 影 響 力 し か 持 ち え な い こ

と を 考 え る と 、 な お さ ら そ の 重 要 性 は 大 き い 。
　

先 に 紹 介 し た と お り 、  『 ア メ リ カ 大 学 の サ イ ー デ ィ ー 』 は 一 九 九 八 年
秋 に 封 切 ら れ 、 記 録 的 な 成 功 を 収 め た 作 品 で あ る 。 数 日 前 に チ ケ ッ トを 買 わ な い と 入 れ な い ほ ど の 盛 況 ぶ り は 、 映 画 が 人 気 の あ る 娯 楽 で ある エ ジ プ ト で も 異 例 の こ と で あ っ た 。 こ の 映 画 の つ く り は 、 従 来 の 大衆 映 画 と 本 質 的 に は 変 わ ら な い 。 笑 い を 買 う よ う な 振 る 舞 い を 繰 り 返す 、 ど こ か 愛 嬌 の あ る 主 人 公 が お り 、 彼 を 支 え る 友 人 た ち 、 そ し て 彼を 潰 そ う と す る 悪 役 が 登 場 し 、 ま た 物 語 に 花 を 添 え る 恋 物 語 の 要 素 が絡 み 、 観 る 者 を 飽 き さ せ な い よ う 、 歌 や 踊 り が 盛 り 込 ま れ る 。 た だ この 作 品 が 従 来 の コ メ デ ィ ー と 違 う 点 が あ る と す れ ば 、 そ れ は こ の 作 品が コ メ デ ィ ー で あ り な が ら 、 エ ジ プ ト 人 が 共 有 す る ひ と つ の 怒 り を 率直 に 描 い て 見 せ 、 そ れ に よ っ て そ れ ま で の 大 衆 映 画 で は 得 ら れ な か った よ う な 一 種 の 解 放 感 を 観 客 に 与 え た と い う 点 で あ る 。 そ の 怒 り と はパ レ ス チ ナ 問 題 と 結 び つ い た 形 で の 「 ア メ リ カ 」 に 対 す る 怒 り で あ り 、さ ら に 上 流 階 級 の 間 に 見 ら れ が ち な 軽 薄 な ア メ リ カ か ぶ れ に 対 す る 怒り で も あ る 。 こ の 映 画 の 成 功 の 鍵 は ま さ に 、 一 般 の エ ジ プ ト 人 の 観 衆が 抱 い て い た こ の 感 情 を み ご と に 表 現 し て 見 せ た と こ ろ に あ る と 言 って も 過 言 で は な い だ ろ う 。

　

サ イ ー デ ィ ー と は 、 エ ジ プ ト の 南 部 、 い わ ゆ る 上 エ ジ プ ト 出 身 の 人
の こ と で あ る 。 作 品 の 冒 頭 部 に 、 主 人 公 の 青 年 ハ ラ フ の 暮 ら す 農 村 が登 場 す る が 、 そ れ は 限 り な く 続 く 広 大 な 農 地 で あ り 、 美 し い 花 の 咲 き乱 れ る 牧 歌 的 な 風 景 で あ る 。 続 い て 、 こ れ か ら カ イ ロ と い う 大 都 会 の大 学 へ 勉 強 に 行 く ハ ラ フ の た め の 村 を 上 げ て の 送 別 会 に 場 面 が 変 わ り 、都 会 の 住 人 と は ま っ た く 異 な る 村 人 た ち の 伝 統 的 な 服 装 、 振 る 舞 い が
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画
面
に
映
し
出
さ
れ
る
。
サ
イ
ー
デ
ィ
ー
と
い
う
言
葉
に
は
、
た
し
か
に
侮
蔑
の

響
き
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
田
舎
者
、
無
骨
者
と
い
う
意
味
合
い
が
含
ま
れ
る

こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
成
績
優
秀
で
あ
る
が
ゆ
え
に
奨
学
金
を
手
に
し
た
息
子
を

自
慢
す
る
ハ
ラ
フ
の
父
親
は
、
Ｃ
Ｎ
Ｎ
の
番
組
を
村
人
と
と
も
に
見
な
が
ら
、
ハ

ラ
フ
に
は
こ
の
言
葉
が
わ
か
る
の
か
と
訊
か
れ
、
こ
う
答
え
る
。「
彼
は
七
ヶ
国
語

で
き
る
ん
だ
。
え
ー
と
、
英
語
と
フ
ラ
ン
ス
語
と
イ
タ
リ
ア
語
と
ア
メ
リ
カ
語
と

イ
ギ
リ
ス
語
と
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
語
と
そ
れ
か
ら
…
。」
こ
の
父
親
に
と
っ
て
は
、

カ
イ
ロ
に
行
く
こ
と
す
ら
一
大
事
な
の
で
あ
り
、
彼
は
外
の
世
界
に
つ
い
て
は
何

も
知
ら
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。¹²

　

し
か
し
な
が
ら
そ
の
一
方
で
、
ハ
ラ
フ
の
父
親
を
は
じ
め
と
す
る
村
人
た
ち
の

姿
は
、
Ｃ
Ｎ
Ｎ
に
象
徴
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
の
圧
倒
的
な
力
が
エ
ジ
プ
ト
の
隅
々
に

ま
で
浸
透
し
よ
う
と
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
エ
ジ
プ
ト
に
は
今
も
な
お
、

自
分
た
ち
独
自
の
価
値
観
に
も
と
づ
き
、
地
に
し
っ
か
り
と
根
を
張
っ
て
生
き
て

い
る
人
々
が
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
父
親
は
周
囲
の
人
々
に
信
頼
さ
れ
、
敬

意
を
持
っ
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
彼
の
周
り
に
家
族
を
中
心
と
し
た
強

固
で
暖
か
な
人
間
関
係
が
取
り
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
が
、
い
ろ
い
ろ
な
場
面
で
、

繰
り
返
し
観
客
に
伝
え
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
ま
さ
に
、
他
の
い
か
な
る
文
化
に
も

染
ま
ら
な
い
、エ
ジ
プ
ト
な
ら
で
は
の
世
界
が
あ
る
の
で
あ
る
。
主
人
公
ハ
ラ
フ
は
、

都
会
に
出
て
失
敗
を
繰
り
返
す
単
な
る
道
化
と
し
て
登
場
す
る
の
で
は
な
く
、
彼

が
起
こ
す
騒
動
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
、
都
会
で
起
き
て
い
る
歪
み
の
所
在
を
明
ら

か
に
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

　

物
語
は
単
純
で
あ
る
。
成
績
が
優
秀
で
あ
っ
た
た
め
に
主
人
公
は
奨
学
金
を
手

に
入
れ
、
エ
ジ
プ
ト
随
一
の
エ
リ
ー
ト
大
学
、
カ
イ
ロ･

ア
メ
リ
カ
大
学
で
政
治
学

を
学
ぶ
こ
と
に
な
る
。¹³
こ
の
大
学
は
、
国
立
の
カ
イ
ロ
大
学
と
は
異
な
り
、
も
っ

と
も
優
秀
な
学
生
が
集
ま
る
と
言
う
よ
り
も
、
も
っ
と
も
裕
福
な
家
の
子
弟
が
集

ま
る
場
所
で
あ
る
。
カ
イ
ロ
大
学
が
原
則
的
に
無
料
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
ア
メ

リ
カ
大
学
の
授
業
料
は
平
均
的
な
家
庭
の
年
収
を
は
る
か
に
超
え
る
。
授
業
は
英

語
で
行
わ
れ
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
も
ア
メ
リ
カ
の
大
学
に
倣
っ
て
い
る
。
首
都
カ
イ

ロ
の
ほ
ぼ
中
心
に
位
置
す
る
こ
の
大
学
が
、
一
般
の
エ
ジ
プ
ト
人
に
と
っ
て
、
他

か
ら
切
り
離
さ
れ
た
異
質
な
空
間
、
小
ア
メ
リ
カ
と
感
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
確
か

だ
。
映
画
の
な
か
ほ
ど
極
端
で
は
な
い
が
、
現
実
に
も
、
カ
イ
ロ
大
学
の
女
子
学

生
に
は
髪
を
ベ
ー
ル
で
覆
う
者
が
多
い
の
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
大
学
で
は
そ
う

し
た
姿
の
学
生
は
比
較
的
少
な
く
、
ジ
ー
ン
ズ
に
Ｔ
シ
ャ
ツ
と
い
っ
た
カ
ジ
ュ
ア

ル
な
服
装
の
学
生
が
大
半
で
あ
る
。

　

カ
イ
ロ
に
や
っ
て
き
た
主
人
公
の
ハ
ラ
フ
は
、
ア
メ
リ
カ
大
学
と
い
う
新
し
い

世
界
に
受
け
入
れ
ら
れ
よ
う
と
、
故
郷
で
着
て
い
た
伝
統
的
な
服
を
捨
て
、
黄
色

の
ス
ー
ツ
に
身
を
包
み
、
ア
タ
ッ
シ
ュ
ケ
ー
ス
を
持
っ
て
、
意
気
込
ん
で
キ
ャ
ン

パ
ス
へ
向
か
う
。
し
か
し
他
の
学
生
た
ち
は
、
ま
さ
に
ア
メ
リ
カ
の
学
生
の
よ
う

に
カ
ジ
ュ
ア
ル
な
服
装
を
し
て
お
り
、
彼
の
い
で
た
ち
は
嘲
り
の
対
象
に
し
か
な

ら
な
い
。
な
ん
と
か
「
ア
メ
リ
カ
的
」
な
世
界
に
溶
け
込
も
う
と
す
る
彼
の
試
み

は
こ
と
ご
と
く
失
敗
す
る
。
彼
の
言
動
の
一
つ
一
つ
が
、彼
が
田
舎
者
で
あ
る
こ
と
、

そ
し
て
彼
の
信
じ
る
も
の
が
い
ま
や
カ
イ
ロ
で
は
忘
れ
去
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る

昔
の
価
値
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
し
ま
う
の
だ
。¹⁴
だ
か
ら
、
彼
が
一
目

ぼ
れ
し
た
美
し
い
女
子
学
生
ア
ブ
ラ
は
、
彼
な
ど
相
手
に
し
な
い
。
彼
女
は
「
ア

メ
リ
カ
国
籍
を
持
っ
た
」助
教
授
と
恋
仲
に
な
り
、婚
約
し
て
し
ま
う
。
同
じ
ア
パ
ー

ト
に
住
む
同
郷
の
友
人
に
助
け
ら
れ
て
よ
う
や
く
手
に
入
れ
た
カ
ジ
ュ
ア
ル
な
服

も
、
高
級
車
で
ド
ラ
イ
ブ
に
誘
う
助
教
授
と
競
い
合
う
た
め
に
、
父
親
に
頼
ん
で

買
っ
て
も
ら
っ
た
車
も
、
結
局
は
何
の
役
に
立
た
な
か
っ
た
。
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こ
の
「
ア
メ
リ
カ
国
籍
を
持
っ
た
」
助
教
授
と
い
う
の
が
、
ま
さ
に
ハ
ラ
フ
と

対
照
を
な
す
人
物
で
あ
る
。
彼
は
田
舎
者
の
ハ
ラ
フ
と
異
な
り
、
服
装
も
身
の
こ

な
し
も
ス
マ
ー
ト
で
、
女
子
学
生
の
憧
れ
の
的
で
あ
る
。
最
初
の
授
業
で
自
己
紹

介
を
す
る
と
き
、「
生
ま
れ
は
エ
ジ
プ
ト
だ
が
、
国
籍
は
ア
メ
リ
カ
だ
」
と
言
う
と
、

女
子
学
生
の
間
で
た
め
息
が
漏
れ
る
。

　

し
か
し
最
終
的
に
は
、
こ
の
助
教
授
と
ハ
ラ
フ
の
関
係
は
逆
転
す
る
。
そ
の
契

機
と
な
っ
た
の
は
、
パ
レ
ス
チ
ナ
問
題
を
め
ぐ
っ
て
の
学
生
の
抗
議
集
会
で
の
出

来
事
で
あ
っ
た
。¹⁵
ア
フ
マ
ド
と
い
う
政
治
的
意
識
の
高
い
一
人
の
学
生
は
、
い

つ
も
こ
の
助
教
授
に
、
ア
メ
リ
カ
人
な
の
か
そ
れ
と
も
エ
ジ
プ
ト
人
な
の
か
と
問

い
質
し
て
い
た
が
、
ま
さ
に
そ
の
忠
誠
心
の
危
う
さ
が
露
呈
す
る
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
。
ア
フ
マ
ド
ら
学
生
た
ち
が
配
っ
た
ビ
ラ
に
は
、
当
然
の
よ
う
に
ア
メ
リ

カ
へ
の
厳
し
い
批
判
も
含
ま
れ
て
い
た
。
緊
迫
し
た
空
気
の
中
、
教
授
陣
を
は
じ

め
大
学
側
は
集
ま
っ
た
学
生
た
ち
を
見
つ
め
て
い
る
が
、
ビ
ラ
を
手
に
し
、
そ
の

内
容
を
知
っ
た
こ
の
助
教
授
は
、抗
議
集
会
を
止
め
さ
せ
る
よ
う
と
大
学
側
ス
タ
ッ

フ
の
間
を
走
り
回
る
。
う
ろ
た
え
、
慌
て
ふ
た
め
い
た
こ
の
助
教
授
の
姿
は
、
あ

ま
り
に
も
情
け
な
く
、
滑
稽
で
し
か
な
い
。
一
方
、
集
会
で
リ
ー
ダ
ー
的
役
割

を
果
た
し
て
い
る
ア
フ
マ
ド
は
、
白
い
布
に
青
い
ペ
ン
キ
で
ダ
ビ
デ
の
星
を
描
き
、

即
席
の
イ
ス
ラ
エ
ル
国
旗
を
作
る
。
そ
し
て
あ
た
か
も
闘
牛
士
の
よ
う
に
挑
発
的

に
、
そ
れ
を
は
た
め
か
す
。
そ
の
と
き
、
警
備
の
人
間
が
襲
い
掛
か
り
、
ア
フ
マ

ド
は
後
方
に
い
た
ハ
ラ
フ
に
そ
の
旗
を
投
げ
渡
す
。
ハ
ラ
フ
が
と
っ
さ
に
取
っ
た

行
動
は
、
そ
の
旗
に
火
を
点
け
る
こ
と
だ
っ
た
。
彼
は
燃
え
滓
の
上
で
、
踊
り
始

め
る
。
劇
場
で
は
、
こ
の
場
面
に
観
客
か
ら
大
喝
采
が
あ
っ
た
と
聞
く
。

　

そ
の
後
、
ハ
ラ
フ
は
公
安
か
ら
呼
び
出
し
を
受
け
る
が
、
彼
に
特
別
な
政
治
的

背
景
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
と
、
無
事
に
釈
放
さ
れ
る
。
重
要
な
の
は
、

彼
が
自
分
の
行
動
に
つ
い
て
、「
な
ぜ
だ
か
火
を
点
け
た
と
き
、
ほ
っ
と
し
た
ん
で

す
」
と
釈
明
す
る
場
面
で
あ
る
。
実
際
、
ハ
ラ
フ
は
ア
フ
マ
ド
と
は
異
な
り
、
そ

れ
ま
で
特
に
政
治
に
関
心
を
示
す
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
例
の
助
教
授
を
公
然
と
批

判
す
る
よ
う
な
こ
と
も
な
か
っ
た
。
彼
は
突
出
し
た
存
在
で
は
な
く
、
そ
う
い
う

意
味
で
平
均
的
な
エ
ジ
プ
ト
人
の
感
情
を
代
表
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
彼
が
パ
レ

ス
チ
ナ
人
に
対
す
る
イ
ス
ラ
エ
ル
の
行
為
に
怒
り
を
感
じ
、
そ
の
イ
ス
ラ
エ
ル
を

支
援
す
る
ア
メ
リ
カ
に
憤
り
を
禁
じ
え
な
い
と
い
う
点
は
重
要
で
あ
る
。
イ
ス
ラ

エ
ル
の
旗
を
目
の
前
に
し
て
、
ハ
ラ
フ
と
助
教
授
が
そ
れ
ぞ
れ
に
と
っ
さ
に
取
っ

た
行
動
は
、
見
事
に
対
照
的
で
あ
っ
た
。
こ
の
一
件
を
期
に
、「
ア
メ
リ
カ
国
籍
を

持
つ
」
助
教
授
は
、
学
生
た
ち
か
ら
無
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ア
ブ
ラ
か
ら
も

婚
約
指
輪
を
つ
き
返
さ
れ
る
。

　

全
体
と
し
て
は
、
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
最
後
を
飾
る
の

は
、
学
科
で
最
高
の
成
績
を
収
め
た
ハ
ラ
フ
が
、
卒
業
生
代
表
と
し
て
ス
ピ
ー
チ

を
行
う
卒
業
式
の
場
面
で
あ
る
。
そ
の
ス
ピ
ー
チ
の
中
で
、彼
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

自
分
は
ア
メ
リ
カ
大
学
に
入
学
し
た
と
き
、
そ
れ
ま
で
の
自
分
と
は
違
う
も
の
に

変
わ
ろ
う
と
し
た
が
、
そ
れ
は
無
駄
だ
っ
た
。
結
局
、
本
来
の
自
分
の
ま
ま
で
い

る
こ
と
が
正
し
い
の
だ
と
わ
か
っ
た
。
だ
れ
も
力
ず
く
で
他
人
を
従
属
さ
せ
よ
う

と
し
た
り
、
自
分
の
意
見
を
押
し
付
け
よ
う
と
し
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
と
。
こ

う
し
て
、
暗
に
ア
メ
リ
カ
を
批
判
す
る
場
面
で
、
こ
の
作
品
は
幕
を
下
ろ
す
。

　

こ
の
ハ
ラ
フ
と
い
う
人
物
が
「
ア
メ
リ
カ
的
」
価
値
と
対
抗
す
る
位
置
に
置
か

れ
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
彼
に
は
す
ぐ
に
そ
れ
と
判
る
よ
う
な
イ
ス
ラ

ム
的
な
性
格
は
委
ね
ら
れ
て
い
な
い
。
彼
は
厳
格
な
イ
ス
ラ
ム
主
義
者
で
あ
る
ど

こ
ろ
か
、
ア
メ
リ
カ
か
ぶ
れ
の
学
生
に
誘
わ
れ
て
、
ビ
ー
ル
を
飲
ん
で
み
よ
う
と

い
う
気
に
も
な
る
ふ
つ
う
の
エ
ジ
プ
ト
人
青
年
な
の
だ
。
彼
の
言
動
が
観
客
に
連



14

想
さ
せ
る
の
は
、
エ
ジ
プ
ト
の
人
々
の
伝
統
的
な
良
心
の
あ
り
方
で
あ
っ
て
、
と

り
わ
け
政
治
化
し
た
イ
ス
ラ
ム
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
の
体
現
す
る
伝

統
的
な
価
値
観
が
、
イ
ス
ラ
ム
と
ま
っ
た
く
無
関
係
で
は
な
い
こ
と
が
い
く
つ
か

の
場
面
か
ら
明
ら
か
に
な
る
。

　

初
め
に
こ
の
意
味
で
の
イ
ス
ラ
ム
が
姿
を
現
す
の
は
、例
の
助
教
授
と
競
い
合
っ

て
ア
ブ
ラ
の
気
を
引
こ
う
と
、
カ
ジ
ュ
ア
ル
な
服
を
買
い
こ
み
、
親
に
車
を
ね
だ

り
、
学
業
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
い
る
ハ
ラ
フ
を
、
カ
イ
ロ
に
出
て
き
た
父
親
が
茶

店
で
た
し
な
め
る
場
面
で
あ
る
。¹⁶
「
車
を
買
い
与
え
る
た
め
に
、土
地
を
一
フ
ェ
ッ

ダ
ー
ン
売
っ
た
の
だ
」
と
父
親
は
言
う
。
土
地
に
強
い
執
着
を
持
つ
農
民
に
と
っ

て
そ
れ
だ
け
の
土
地
を
売
る
と
い
う
こ
と
が
、
経
済
的
に
も
、
精
神
的
に
も
ど
れ

ほ
ど
の
犠
牲
で
あ
っ
た
こ
と
は
察
し
て
余
り
あ
る
。
父
親
の
言
葉
を
聞
き
、
ハ
ラ

フ
は
自
ら
の
軽
率
な
行
動
を
悔
い
る
が
、
ま
さ
に
そ
の
と
き
、
近
く
の
モ
ス
ク
か

ら
礼
拝
の
時
刻
を
告
げ
る
ア
ザ
ー
ン
が
聞
こ
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
ア
ザ
ー
ン
に

誘
わ
れ
、父
と
息
子
は
礼
拝
を
し
に
モ
ス
ク
へ
向
か
う
。
そ
れ
に
続
い
て
カ
メ
ラ
は
、

モ
ス
ク
の
ミ
ナ
レ
ッ
ト
を
下
か
ら
上
へ
仰
ぐ
よ
う
な
シ
ョ
ッ
ト
で
映
し
出
す
。
一

度
は
「
ア
メ
リ
カ
」
に
幻
惑
さ
れ
た
主
人
公
ハ
ラ
フ
が
、「
ア
メ
リ
カ
」
の
呪
縛
か

ら
解
き
放
た
れ
正
気
に
返
る
こ
と
、
そ
れ
が
イ
ス
ラ
ム
へ
帰
っ
て
い
く
こ
と
と
結

び
付
け
ら
れ
て
い
る
。

　

も
う
ひ
と
つ
、
イ
ス
ラ
ム
的
な
要
素
が
登
場
す
る
の
は
、
ハ
ラ
フ
の
友
人
の
恋

物
語
の
な
か
で
あ
る
。
ハ
ラ
フ
は
フ
セ
イ
ン
と
ア
リ
ー
と
い
う
同
郷
の
二
人
の
友

人
と
同
じ
ア
パ
ー
ト
に
生
活
し
て
い
る
。
こ
の
二
人
に
も
そ
れ
ぞ
れ
に
恋
物
語
が

あ
る
。
ア
リ
ー
に
も
ラ
ミ
ヤ
と
い
う
女
性
と
の
話
が
あ
る
が
、
重
要
な
の
は
フ
セ

イ
ン
の
方
だ
。¹⁷
彼
は
穏
や
か
で
誠
実
な
人
柄
で
あ
り
、
三
人
の
中
で
い
つ
も
ま

と
め
役
で
あ
る
。
彼
は
ふ
と
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
、
隣
の
ア
パ
ー
ト
に
住
む

女
性
と
恋
に
落
ち
る
。
こ
の
女
性
は
、
作
品
の
中
に
登
場
す
る
、
唯
一
の
ヘ
ジ
ャ
ー

ブ
姿
の
女
性
で
あ
る
。
つ
ま
り
彼
女
は
、
外
に
出
る
と
き
は
髪
を
ベ
ー
ル
で
覆
い
、

服
装
も
体
の
線
の
出
な
い
、
ゆ
っ
た
り
と
し
た
も
の
を
身
に
着
け
て
い
る
。
そ
の

服
装
を
見
た
だ
け
で
、
観
客
は
こ
の
女
性
が
イ
ス
ラ
ム
の
規
範
に
従
っ
て
生
き
て

い
る
こ
と
を
知
る
。

　

フ
セ
イ
ン
は
一
張
羅
に
身
を
包
み
、
友
人
二
人
に
伴
わ
れ
て
隣
家
に
出
向
き
、

同
居
し
て
い
る
彼
女
の
兄
に
妹
と
の
結
婚
の
承
諾
を
求
め
る
。
し
か
し
な
が
ら
兄

は
、
ま
だ
定
職
に
も
就
く
こ
と
も
で
き
な
い
で
い
る
男
か
ら
の
求
婚
な
ど
ま
っ
た

く
相
手
に
せ
ず
、
問
答
無
用
の
態
度
を
見
せ
る
。
も
し
も
彼
女
が
イ
ス
ラ
ム
教

徒
と
し
て
の
正
し
い
生
き
方
を
、
父
や
兄
の
命
令
に
従
う
こ
と
と
考
え
た
な
ら
ば
、

こ
れ
で
す
べ
て
は
終
わ
り
の
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
彼
女
は
、
兄
の
意
思

に
反
し
て
で
も
、
自
分
が
愛
す
る
男
と
の
結
婚
を
決
意
し
、
ア
リ
ー
と
ハ
ラ
フ
の

手
を
借
り
て
家
を
抜
け
出
し
、
友
人
た
ち
が
集
ま
る
中
で
婚
約
式
を
行
っ
て
し
ま

う
の
で
あ
る
。

　

現
実
に
は
、
こ
の
よ
う
な
大
胆
な
行
動
は
そ
う
簡
単
に
は
取
り
え
る
も
の
で
は

な
い
。
そ
う
で
あ
る
だ
け
に
興
味
深
い
の
は
、
作
品
が
彼
女
の
こ
の
行
為
を
非
常

識
な
行
為
と
し
て
否
定
し
な
い
ど
こ
ろ
か
、
共
感
を
も
っ
た
タ
ッ
チ
で
描
い
て
い

る
と
い
う
点
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
観
客
は
フ
セ
イ
ン
が
彼
女
と
結
ば
れ

る
こ
と
を
期
待
し
、
二
人
に
手
を
貸
す
友
人
た
ち
の
姿
に
厚
い
友
情
を
見
出
す
と

想
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
作
品
の
最
後
に
は
、
こ
の
結
婚
に
反
対
し
て
い
た
兄
が
、

満
足
げ
な
様
子
で
妹
、
フ
セ
イ
ン
、
そ
し
て
ハ
ラ
フ
た
ち
と
一
緒
に
食
事
を
し
て

い
る
場
面
が
登
場
し
、
こ
の
結
婚
が
結
局
う
ま
く
行
っ
た
こ
と
を
観
客
は
知
ら
さ

れ
る
。

　

ア
メ
リ
カ
大
学
の
学
生
、
ア
ブ
ラ
が
ア
メ
リ
カ
か
ぶ
れ
の
助
教
授
に
恋
を
し
、
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̶̶̶̶　文化表象としての〈イスラーム〉　̶̶̶̶

キ
ャ
バ
レ
ー
で
歌
う
ラ
ミ
ヤ
が
金
目
当
て
の
結
婚
を
選
ん
だ
の
と
は
対
照
的
に
、

ヘ
ジ
ャ
ー
ブ
姿
の
彼
女
だ
け
は
、
一
度
た
り
と
も
金
に
も
地
位
に
も
名
声
に
も
目

を
奪
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
彼
女
だ
け
が
、
財
産
も
肩
書
き
も
な
い
一
人
の
男
の

人
格
的
な
す
ば
ら
し
さ
を
見
て
取
り
、
人
間
と
し
て
大
切
な
も
の
を
見
極
め
る
こ

と
が
で
き
た
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
平
均
的
な
エ
ジ
プ
ト
人

の
間
で
共
有
さ
れ
る
良
識
、
知
恵
、
良
心
と
い
っ
た
も
の
が
、
イ
ス
ラ
ム
と
分
か

ち
が
た
い
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
　五

．〈
わ
れ
わ
れ
〉
の
イ
ス
ラ
ム
と
は 

　　

こ
こ
で
ク
ト
ゥ
ブ
の
発
言
に
戻
ろ
う
。
彼
は
ア
メ
リ
カ
の
特
徴
を
「
原
始
性
」

と
い
う
言
葉
に
要
約
し
た
。
彼
は
ア
メ
リ
カ
人
の
性
に
関
す
る
感
覚
の
み
な
ら
ず
、

宗
教
観
、
服
装
や
音
楽
の
趣
味
、
ス
ポ
ー
ツ
の
楽
し
み
方
も
す
べ
て
、
原
始
的
で

あ
る
と
言
い
放
つ
。
彼
が
そ
れ
に
対
比
さ
せ
た
の
は
、「
文
明
」
と
い
う
概
念
だ
。

も
ち
ろ
ん
、
文
明
と
い
う
概
念
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
あ
り
う
る
。
も
し
も
科

学
技
術
の
発
達
や
物
質
的
な
豊
か
さ
を
文
明
の
尺
度
と
す
る
な
ら
ば
、
ア
メ
リ
カ

こ
そ
が
文
明
を
代
表
す
る
国
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
ク
ト
ゥ
ブ
の

い
う
文
明
と
は
、そ
う
い
う
意
味
で
は
な
い
。
彼
に
と
っ
て
ほ
ん
と
う
の
文
明
と
は
、

精
神
性
の
高
さ
で
あ
り
、
欲
望
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
道
徳
、
そ
れ
に
基
づ
い
た

秩
序
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
そ
れ
は
人
間
と
動
物
を
本
質
的
に
区
別
す
る
も

の
で
あ
る
。
イ
ド
リ
ー
ス
の
場
合
も
、〈
わ
れ
わ
れ
〉
の
も
の
で
あ
る
イ
ス
ラ
ム
に

具
体
的
に
何
を
求
め
る
か
と
い
う
時
点
で
ク
ト
ゥ
ブ
と
袂
を
分
か
つ
に
せ
よ
、
ア

メ
リ
カ
の
物
質
文
明
を
非
人
間
的
な
も
の
と
し
て
否
定
し
た
点
で
は
ク
ト
ゥ
ブ
と

ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
っ
た
。

　
「
原
始
的
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
か
否
か
は
措
い
て
、『
ア
メ
リ
カ
大
学
の
サ
イ
ー

デ
ィ
ー
』
に
拍
手
喝
采
を
送
っ
た
観
客
た
ち
も
ま
た
、
ク
ト
ゥ
ブ
の
感
覚
を
か
な

り
の
程
度
、
共
有
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
規
範
や
道
徳
と
い
う
観
念
を

失
い
、
欲
望
の
ま
ま
に
生
き
る
こ
と
を
、〈
わ
れ
わ
れ
〉
は
許
容
し
な
い
。
そ
の
よ

う
な
振
る
舞
い
を
し
な
い
の
が
、〈
わ
れ
わ
れ
〉
で
あ
る
。
あ
の
映
画
を
見
た
人
々

の
多
く
は
、
そ
う
し
た
思
い
を
抱
い
た
に
違
い
な
い
。
ア
メ
リ
カ
大
学
と
い
う
エ

ジ
プ
ト
の
中
の
小
ア
メ
リ
カ
、
そ
し
て
と
く
に
ア
メ
リ
カ
か
ぶ
れ
の
軽
薄
な
助
教

授
の
姿
に
〈
他
者
〉
を
見
、そ
れ
と
対
峙
す
る
主
人
公
ハ
ラ
フ
の
姿
を
通
し
て
、〈
わ

れ
わ
れ
〉
と
は
誰
で
あ
る
か
を
確
認
す
る
と
い
う
経
験
を
し
た
の
で
あ
る
。

　
〈
他
者
〉
と
し
て
の
ア
メ
リ
カ
を
こ
の
よ
う
に
均
質
的
な
、
一
枚
岩
の
存
在
に
し

て
し
ま
う
こ
と
が
、
真
の
ア
メ
リ
カ
を
理
解
す
る
こ
と
か
ら
程
遠
い
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
。
ク
ト
ゥ
ブ
や
イ
ド
リ
ー
ス
も
、
そ
れ
を
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
わ

け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
誤
解
を
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
彼
ら
が
目
指
し
た
の
は
、

ア
メ
リ
カ
の
実
像
を
解
き
明
か
す
こ
と
で
は
な
く
、〈
他
者
〉「
ア
メ
リ
カ
」
の
像

を
は
っ
き
り
と
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、そ
れ
に
対
抗
す
る
も
の
と
し
て
の
〈
わ

れ
わ
れ
〉
像
を
確
立
す
る
と
い
う
試
み
な
の
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、〈
他
者
〉
を
ひ
と
つ
の
も
の
と
し
て
描
き
、
そ
の
中
に
あ
る
多
様
性

や
差
異
を
無
視
す
る
こ
と
が
、〈
わ
れ
わ
れ
〉
の
描
写
に
お
い
て
も
ま
た
、
同
じ
危

険
に
つ
な
が
る
可
能
性
を
生
む
こ
と
は
否
め
な
い
。
物
質
主
義
的
で
、
非
人
間
的

な
「
ア
メ
リ
カ
」
に
対
し
て
、
こ
ち
ら
は
「
イ
ス
ラ
ム
」
さ
え
掲
げ
れ
ば
、
す
べ

て
の
問
題
が
解
消
す
る
と
い
う
安
易
な
結
論
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
。
こ
こ
に
取

り
上
げ
た
三
つ
の
事
例
が
す
べ
て
、〈
わ
れ
わ
れ
〉
の
も
の
と
し
て
「
イ
ス
ラ
ム
」

を
掲
げ
て
い
る
こ
と
は
、
あ
た
か
も
そ
れ
を
裏
付
け
て
い
る
か
に
も
見
え
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、こ
こ
で
挙
げ
た
三
つ
の
事
例
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
「
イ
ス
ラ
ム
」
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は
、
そ
の
中
身
を
よ
く
見
て
み
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
に
大
き
な
差
異
を
見
せ
て
い
る

こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
ク
ト
ゥ
ブ
の
「
イ
ス
ラ
ム
」
は
男
女
の
役
割
分
担
に
基

づ
い
た
秩
序
あ
る
社
会
を
生
み
出
す
も
の
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
の
に
対
し
て
、

イ
ド
リ
ー
ス
の
そ
れ
は
人
間
一
般
を
物
質
の
支
配
か
ら
解
放
す
る
力
と
で
も
言
う

べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
『
ア
メ
リ
カ
大
学
の
サ
イ
ー
デ
ィ
ー
』
に
姿
を
現

す
「
イ
ス
ラ
ム
」
は
、
普
通
の
人
々
の
良
心
、
良
識
を
根
底
で
支
え
る
も
の
と
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
一
言
に
「
イ
ス
ラ
ム
」
と
言
っ
て
も
、
そ
こ
に
託
さ
れ
る

も
の
は
実
に
多
様
で
あ
る
。
彼
ら
は
「
ア
メ
リ
カ
的
」
な
る
も
の
に
対
抗
す
る
〈
わ

れ
わ
れ
〉
の
価
値
と
し
て
「
イ
ス
ラ
ム
」
と
い
う
同
じ
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
な
が
ら
、

そ
こ
に
止
ま
る
こ
と
な
く
、「
イ
ス
ラ
ム
」
と
は
何
か
、
そ
し
て
「
イ
ス
ラ
ム
教
徒
」

と
し
て
生
き
る
と
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
を
そ
れ
ぞ
れ
に
問
い
続
け

て
い
る
の
で
あ
る
。

註1　

ア
メ
リ
カ
が
代
表
す
る
西
洋
近
代
と
は
、
イ
ス
ラ
ム
世
界
の
人
々
の
目
に
ど
の
よ

う
な
も
の
と
映
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
重
要
な
の
は
、そ
れ
が
合
理
化
、科
学
・

技
術
化
、
都
市
化
、
個
人
化
と
い
っ
た
も
の
の
総
体
、
か
つ
そ
れ
に
基
づ
い
た
生

活
様
式
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
を
背
後
に
持
つ
西
洋
が
拡
張
し
、
最

終
的
に
は
政
治
的
な
も
の
と
し
て
で
あ
れ
、
文
化
的
な
形
を
取
る
の
で
あ
れ
、
植

民
地
支
配
と
し
て
姿
を
現
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
実
の
歴
史
の
中
で
イ
ス

ラ
ム
世
界
の
人
々
が
実
際
に
経
験
し
た
も
の
と
し
て
の
西
洋
近
代
と
は
、
常
に
負

の
意
味
に
傾
く
可
能
性
を
持
っ
て
い
た
。

 　
　

そ
の
中
で
ア
メ
リ
カ
が
突
出
し
た
存
在
と
な
っ
た
の
は
、
歴
史
的
に
は
新
し
い

現
象
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
を
イ
ス
ラ
ム
世
界
の
人
々
に
と
っ
て
、「
本
来
的
に
」
敵

対
的
な
も
の
と
捉
え
る
の
は
ゆ
が
ん
だ
見
方
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

大
き
な
枠
組
み
で
捉
え
た
場
合
、
ア
メ
リ
カ
が
植
民
地
支
配
の
記
憶
と
つ
な
が
る

西
欧
諸
国
と
は
異
な
り
、
自
由
の
国
と
し
て
期
待
を
寄
せ
ら
れ
た
時
代
は
ほ
ぼ
終

焉
し
、
今
日
で
は
ア
メ
リ
カ
の
イ
メ
ー
ジ
が
近
代
史
上
例
を
見
な
い
ほ
ど
の
否
定

的
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

2　

実
際
に
い
く
つ
か
の
詩
集
の
他
、『
農
村
の
子
供
』
と
い
う
自
伝
的
な
小
説
も
発

表
し
て
い
る
。

3　

こ
の
留
学
は
、
教
育
相
に
勤
め
な
が
ら
、
政
府
を
批
判
す
る
よ
う
な
発
言
を
繰

り
返
す
ク
ト
ゥ
ブ
を
厄
介
払
い
す
る
と
と
も
に
、
ア
メ
リ
カ
を
体
験
さ
せ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
親
米
的
な
方
向
へ
導
こ
う
と
す
る
当
局
の
思
惑
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

し
か
し
そ
の
思
惑
が
ま
っ
た
く
は
ず
れ
る
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
論
ず
る
と
お
り
で

あ
る
。

4　

も
ち
ろ
ん
こ
の
時
代
に
ア
メ
リ
カ
を
訪
れ
た
す
べ
て
の
イ
ス
ラ
ム
教
徒
・
エ
ジ
プ

ト
人
が
ア
メ
リ
カ
に
対
す
る
反
感
を
持
っ
て
帰
っ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
と

え
ば
カ
イ
ロ
大
学
哲
学
教
授
で
あ
っ
た
ザ
キ
ー
・
ナ
ギ
ー
ブ
・
マ
フ
ム
ー
ド
な
ど
は
、

『
ア
メ
リ
カ
で
の
日
々
』
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
人
に
対
し
て
か
な
り
好
意
的
な

描
写
を
行
っ
て
い
る
。Zaki N

agib M
ahm

ud, A
yyām

 fī A
m
rīkā, Cairo, 

1955.

5　

al-Risāla, N
o.957, 1951 N

ov. 5; N
o.959, 1951 N

ov. 19; N
o. 961, 

1951 D
ec. 3.

　

こ
れ
以
降
、『
ア
ル=

リ
サ
ー
ラ
』
誌
で
は 

二
週
に
一
回
の
頻
度
で
巻
頭
記
事
を
書

く
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

6　
A

m
rīkā m

in al-D
ākhil bi-M

inẓār Sayyid Q
utb, p.112~

p.113. 『
ア
ル=

リ
サ
ー

ラ
』
誌
に
掲
載
さ
れ
た
文
章
に
は
、
小
見
出
し
は
存
在
し
な
い
。

7　

A
m
rīkā, p.113-114.
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8　

Sayyid Q
utb, ‘Islām

 huwa al-Ḥ
aḍāra’ , M

a’ lim
 fī Ṭarīq, Beirut 1988, p123-124

。

文
章
中
の
括
弧
は
原
文
の
ま
ま
。

9　

ク
ト
ゥ
ブ
が
、
女
性
に
社
会
の
「
イ
ス
ラ
ム
性
」
を
顕
在
化
さ
せ
る
た
め
の
特
別

な
役
割
を
期
待
し
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
一
般
に
、
男
性
と
比
較
し
て
女
性
は
、

そ
の
振
る
舞
い
や
服
装
が
集
団
の
指
標
と
み
な
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
集
団
の
課
す

規
範
を
男
性
よ
り
も
厳
格
に
遵
守
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
れ

は
重
要
な
問
題
で
あ
る
が
、
紙
幅
が
限
ら
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
論
ず
る
こ
と
は

で
き
な
い
。

10　

Y
usuf Idris, N

iyu Y
ork 80, C

airo, n.d., p.30.

11　

Y
usuf Idris, Islām

 bilā Ḍ
ifāf, C

airo, 1989, pp.17.

12　

村
人
と
と
も
に
C
Ｎ
N
の
画
面
が
映
し
出
さ
れ
る
こ
の
場
面
は
、
非
常
に
印
象
的

だ
。
ガ
ラ
ビ
ー
ヤ
と
い
う
、
カ
イ
ロ
で
は
も
う
少
な
く
な
っ
た
伝
統
的
な
服
を
着
て
、

頭
に
タ
ー
バ
ン
を
巻
い
た
村
人
た
ち
が
、
ラ
リ
ー
・
キ
ン
グ
の
番
組
を
見
て
い
る
。

要
す
る
に
、
こ
の
場
面
は
主
人
公
ハ
ラ
フ
の
家
族
が
外
国
の
こ
と
な
ど
何
も
知
ら

な
い
、
外
国
か
ぶ
れ
か
ら
は
も
っ
と
も
遠
い
、
エ
ジ
プ
ト
の
庶
民
の
代
表
的
な
存

在
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
せ
る
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
ほ
ど
の
田
舎
に
も
、
衛
星
放
送

は
届
い
て
お
り
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
情
報
が
日
々
、
送
り
続
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

を
印
象
付
け
る
二
重
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
な
っ
て
い
る
。

13　

現
実
に
は
、
ア
メ
リ
カ
大
学
に
奨
学
金
で
入
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。

こ
れ
は
ま
さ
に
、
地
方
出
身
の
純
朴
な
青
年
と
都
会
の
ア
メ
リ
カ
か
ぶ
れ
の
人
々

の
対
照
を
際
立
た
せ
る
た
め
の
装
置
で
あ
る
。

14 　

た
と
え
ば
、
主
人
公
は
自
分
の
名
は
ハ
ラ
フ
で
は
な
く
、
ハ
ラ
フ
・
ダ
フ
シ
ュ
ー

リ
ー
・
ハ
ラ
フ
で
あ
る
と
固
執
す
る
が
、
こ
れ
は
出
自
が
明
確
で
あ
る
こ
と
を
誇

り
に
す
る
伝
統
的
な
価
値
観
の
代
表
で
あ
る
。

15　

こ
の
作
品
が
公
開
さ
れ
た
一
九
九
八
年
は
イ
ス
ラ
エ
ル
建
国
五
十
周
年
で
あ
り
、

そ
の
こ
と
が
人
々
の
意
識
を
高
め
て
い
た
と
想
像
さ
れ
る
。
作
品
の
中
で
も
こ
の

学
生
集
会
は
、
五
十
周
年
の
機
会
を
捉
え
た
も
の
と
設
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ

の
場
面
に
先
立
っ
て
、
作
品
の
中
で
は
繰
り
返
し
、
ア
フ
マ
ド
の
口
を
借
り
て
、

パ
レ
ス
チ
ナ
問
題
が
言
及
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
家
を
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
に
破

壊
さ
れ
呆
然
と
た
た
ず
む
老
女
、
傷
つ
い
た
子
供
を
抱
き
か
か
え
る
父
親
、
銃
を

構
え
る
イ
ス
ラ
エ
ル
兵
に
石
で
立
ち
向
か
う
パ
レ
ス
チ
ナ
の
青
年
た
ち
の
様
子
を

映
し
出
す
テ
レ
ビ
画
面
が
、
か
な
り
の
長
さ
で
登
場
す
る
。
こ
の
時
点
で
観
客
の

パ
レ
ス
チ
ナ
に
対
す
る
共
感
は
、
す
で
に
呼
び
起
こ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

16　

ハ
ラ
フ
の
文
化
的
背
景
が
、
古
き
よ
き
エ
ジ
プ
ト
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
は
こ
の
車

に
関
す
る
場
面
で
も
見
て
取
れ
る
。
す
ぐ
に
農
村
の
出
身
だ
と
わ
か
る
服
装
を
し

た
同
郷
の
村
人
た
ち
が
な
ん
と
七
〜
八
人
が
か
り
で
、
新
し
く
買
っ
た
車
を
ハ
ラ

フ
の
と
こ
ろ
ま
で
押
し
て
く
る
の
だ
。
彼
ら
が
運
転
の
仕
方
を
知
ら
な
い
と
い
う

の
で
は
な
い
。
こ
の
車
は
ハ
ラ
フ
の
た
め
に
父
親
が
買
っ
た
も
の
だ
か
ら
、
最
初

に
運
転
す
る
栄
誉
は
ハ
ラ
フ
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
律
儀
に
考
え
る
の

で
あ
る
。
そ
の
様
子
は
あ
ま
り
に
こ
っ
け
い
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
そ
こ
ま

で
人
の
心
を
思
い
や
る
人
々
の
心
の
あ
り
方
に
、
観
る
者
は
笑
い
を
誘
わ
れ
な
が

ら
も
感
動
す
る
と
い
う
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
。

17　

当
初
二
人
は
と
も
に
、
ラ
ミ
ヤ
に
恋
心
を
抱
い
て
い
る
。
歌
手
を
目
指
す
ア
リ
ー

は
、
ラ
ミ
ヤ
に
誘
わ
れ
気
が
進
ま
な
い
な
が
ら
キ
ャ
バ
レ
ー
で
歌
う
よ
う
に
な
る

が
、
彼
女
は
そ
こ
で
知
り
合
っ
た
金
持
ち
の
男
に
見
初
め
ら
れ
、
金
目
当
て
で
そ

の
男
と
の
結
婚
を
決
め
、
彼
は
捨
て
ら
れ
る
。
酒
場
で
歌
い
、
金
目
当
て
で
結
婚

す
る
女
が
、「
イ
ス
ラ
ム
」
と
正
反
対
の
価
値
を
象
徴
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
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１　
黒
い
回
教
徒　

　

今
か
ら
お
よ
そ
四
五
年
前
、
一
九
六
〇
年
前
後
か
ら
、
マ
ル
コ
ム
Ｘ
の
属
し
て

い
た
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
オ
ブ
・
イ
ス
ラ
ム
」
に
関
す
る
記
事
が
、
日
本
の
新
聞
で

も
報
道
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。「
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
オ
ブ
・
イ
ス
ラ
ム
」
の
有

能
な
導
師
の
一
人
で
、
ス
ポ
ー
ク
ス
マ
ン
的
存
在
だ
っ
た
マ
ル
コ
ム
Ｘ
の
写
真
が

掲
載
さ
れ
、
日
本
の
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
描
き
出
さ
れ
た
そ
の
男
の
印
象
は
、
怒

り
顔
の
恐
ろ
し
そ
う
な
黒
人
だ
っ
た
。「
白
人
は
悪
魔
だ
！
」
と
叫
び
な
が
ら
、
マ

ル
コ
ム
は
腕
を
振
り
、
指
差
し
な
が
ら
、
険
し
い
形
相
で
黒
人
集
会
で
演
説
を
し

て
い
る
。
い
や
真
剣
な
表
情
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
様
子
を
伝
え
る
日

本
の
メ
デ
ィ
ア
は
、
お
そ
ら
く
当
時
の
、
白
人
に
よ
っ
て
牛
耳
ら
れ
た
ア
メ
リ
カ

の
主
要
メ
デ
ィ
ア
の
論
調
を
な
ぞ
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
戦
闘
的
な
、
そ
し
て

非
論
理
的
な
か
れ
ら
「
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
」
の
、
さ
ら
に
非
論
理
的
で
非
文
化
的

な
、
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
敵
で
あ
る
宗
教
が
、
ア
メ
リ
カ
の
「
ニ
グ
ロ
」
の
間
に
、

今
、
活
気
を
帯
び
て
息
を
吹
き
込
ま
れ
つ
つ
あ
る
、
と
い
う
口
調
だ
っ
た
。
そ
の

よ
う
な
記
事
報
道
の
姿
勢
の
な
か
に
は
、
白
人
の
ア
メ
リ
カ
の
「
黒
い
回
教
徒
」

に
対
す
る
い
わ
れ
の
な
い
脅
威
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
記
事
を

目
に
し
た
と
き
は
ま
だ
中
学
生
だ
っ
た
か
ら
、
そ
の
と
き
そ
う
感
じ
た
の
で
は
な

い
。
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
ア
メ
リ
カ
研
究
に
た
ず
さ
わ
る

よ
う
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
当
時
の
「
黒
い
回
教
徒
」
へ
の
反
応
に
は
、
ま
る

で
二
〇
世
紀
半
ば
に
奴
隷
の
反
乱
が
起
き
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
よ
う
な
雰
囲
気

す
ら
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。　

　

マ
ル
コ
ム
Ｘ
は
一
九
六
五
年
に
暗
殺
さ
れ
る
。
こ
の
暗
殺
事
件
を
報
道
し
て
い

る
朝
日
新
聞
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
特
派
員
電
を
載
せ
て
い
る
が
、
そ
れ
も
ま
た
「
黒

い
回
教
徒
」の
名
称
に
恐
怖
を
募
ら
せ
る
よ
う
な
語
調
で
あ
っ
た
。
情
報
が
少
な
く
、

「
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
」
へ
の
理
解
が
ア
メ
リ
カ
社
会
の
な
か
で
さ
え
希
薄
だ
っ
た
時

代
に
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
駐
在
の
日
本
の
メ
デ
ィ
ア
関
係
者
に
と
っ
て
、
マ
ル
コ
ム

Ｘ
の
存
在
を
何
も
知
ら
な
い
日
本
の
読
者
へ
伝
達
す
る
の
は
、
ま
っ
た
く
の
と
こ

ろ
至
難
の
技
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
暗
殺
を
報
道
す
る
記
事
で
、「
一
部
黒
人
た
ち
の

間
に
見
ら
れ
る
過
激
な
暴
力
主
義̶

̶

血
な
ま
ぐ
さ
い
テ
ロ
リ
ズ
ム
へ
の
依
存―

―

を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
よ
う
だ
」（
朝
日
新
聞
、
一
九
六
五
年
二
月
二
三
日
）
と
い

う
感
想
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
暗
殺
は
、
黒
人
同
士
の
暴
力
主
義
の
あ
ら
わ
れ
で

あ
り
、
か
れ
ら
に
は
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
傾
向
が
あ
る
と
い
う
よ
う
な
記
事
に
な
っ
て

い
る
。
後
に
述
べ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
が
、
マ
ル
コ
ム
Ｘ
の
暗
殺
者
と
そ
の
背

後
関
係
に
つ
い
て
は
、そ
の
調
査
が
十
分
に
行
わ
れ
ず
、曖
昧
な
ま
ま
で
あ
る
。
い
っ

た
い
だ
れ
が
マ
ル
コ
ム
Ｘ
を
殺
し
た
の
か
。
そ
の
実
行
者
の
逮
捕
に
関
し
て
も
謎

の
部
分
が
多
い
。
実
行
者
の
背
後
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
不
透
明
化

さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
は
な
ぜ
な
の
か
。

『
ル
ー
ツ
』
か
ら
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
オ
ブ
・
イ
ス
ラ
ム
」
へ

荒
こ
の
み
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一
般
に
、
人
々
に
強
い
影
響
力
を
及
ぼ
す
組
織
が
生
ま
れ
て
く
る
の
は
、
社
会

を
統
御
す
る
側
か
ら
す
れ
ば
便
利
で
も
あ
る
の
だ
が
、
不
便
で
も
あ
る
。
そ
の
組

織
が
、
統
治
者
に
と
っ
て
脅
威
に
な
る
可
能
性
を
常
に
秘
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

と
り
わ
け
、
ア
メ
リ
カ
の
人
口
の
一
割
五
分
を
占
め
る
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ

ン
の
組
織
が
巨
大
化
、
あ
る
い
は
強
力
化
す
れ
ば
、
そ
の
組
織
が
体
制
に
順
応
し

て
い
る
か
ぎ
り
は
安
泰
だ
が
、
体
制
に
反
対
の
姿
勢
を
取
れ
ば
、
当
局
は
恐
怖
を

感
じ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
背
景
が
、
マ
ル
コ
ム
Ｘ
の
暗
殺
に
認
め
ら
れ

な
か
っ
た
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
よ
う
な
疑
惑

の
暗
雲
は
、
重
く
垂
れ
込
め
て
い
た
の
だ
っ
た
。
マ
ル
コ
ム
Ｘ
の
暗
殺
を
、
黒
人

同
士
の
内
輪
も
め
に
帰
し
て
し
ま
い
た
い
と
い
う
姿
勢
が
、「
黒
人
の
テ
ロ
リ
ズ
ム

の
傾
向
」
と
い
う
言
葉
に
収
斂
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ

う
な
メ
デ
ィ
ア
の
意
図
的
な
文
章
が
、
お
そ
ら
く
ア
メ
リ
カ
の
メ
デ
ィ
ア
を
支
配

し
て
い
た
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
白
人
勢
力
が
支
配
し
て
い
る
当
局
に
と
っ
て
は

都
合
が
よ
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
、
逆
方
向
の
力
の
行
使
が

あ
っ
て
、
メ
デ
ィ
ア
も
ま
た
支
配
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

暗
殺
さ
れ
た
と
き
に
は
、「
黒
い
回
教
徒
」
組
織
と
マ
ル
コ
ム
Ｘ
は
、
す
で
に

決
裂
し
て
い
た
の
だ
っ
た
が
、
決
裂
し
て
マ
ル
コ
ム
Ｘ
が
別
の
組
織
を
作
っ
た
後
、

一
年
も
し
な
い
う
ち
の
出
来
事
だ
っ
た
。
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
イ
ス
ラ
ー

ム
組
織
に
関
し
て
は
、「
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
オ
ブ
・
イ
ス
ラ
ム
」
の
誕
生
・
展
開
・
発
展
・

変
化
・
復
活
と
い
う
変
遷
過
程
を
通
し
て
、
今
日
、
二
一
世
紀
に
い
た
る
ま
で
の

歴
史
を
語
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
信
奉
者
を
多
く
集

め
て
い
る
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
オ
ブ
・
イ
ス
ラ
ム
」
の
存
在
は
、
ア
メ
リ
カ
社
会
に

お
け
る
特
異
な
現
象
と
し
て
論
じ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
宗
教
組
織
で

あ
る
と
と
も
に
、
社
会
組
織
と
し
て
の
特
異
性
で
あ
り
、
そ
こ
に
ア
メ
リ
カ
の
歴

史
の
特
殊
性
が
関
わ
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
オ
ブ
・
イ
ス
ラ
ム
」

の
研
究
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
と
い
う
宗
教
の
研
究
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
ア
メ
リ

カ
研
究
と
し
て
特
別
の
位
置
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

今
日
、
推
定
六
百
万
人
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
が
ア
メ
リ
カ
に
暮
ら
し
、
そ
の
う

ち
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
が
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る

（
ス
ミ
ス
、
xii-

xiii
）。
そ
こ
か
ら
類
推
す
れ
ば
、「
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
オ
ブ
・
イ
ス
ラ

ム
」
は
二
百
万
人
ほ
ど
の
信
者
を
抱
え
て
い
る
と
推
定
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
お
も
に
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
を
信
奉
者
と
し
て
抱
え
る
「
ネ
イ
シ
ョ

ン
・
オ
ブ
・
イ
ス
ラ
ム
」
を
、
本
来
の
意
味
で
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
集
団
で
は

な
い
、
と
弾
劾
し
抹
殺
し
て
し
ま
う
の
は
た
や
す
い
。
だ
が
そ
の
よ
う
な
排
除
を

す
れ
ば
、そ
れ
で
は
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
け
る
正
統
派
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
と
は
い
っ

た
い
だ
れ
な
の
か
。
何
が
正
統
な
の
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
て
く
る
。「
ネ
イ
シ
ョ

ン
・
オ
ブ
・
イ
ス
ラ
ム
」
を
、
ア
メ
リ
カ
化
し
た
「
イ
ス
ラ
ー
ム
」
の
一
派
と
見

な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
、
私
の
主
張
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
イ
ス
ラ
ー

ム
教
徒
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、「
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
オ
ブ
・
イ
ス
ラ
ム
」
の
意
味
を

無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
り
わ
け
私
た
ち
が
生
き
て
い
る
二
一
世
紀
、
そ

し
て
未
来
に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
で
は
ど
の
よ
う
に
、「
イ
ス
ラ
ー
ム
」
現
象
が
展
開

し
て
い
く
の
か
を
考
え
る
と
き
に
、「
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
オ
ブ
・
イ
ス
ラ
ム
」
は
十
分

に
考
察
の
対
象
に
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
と
り
わ
け
注
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
組
織

で
あ
る
。

　

こ
の
論
考
で
は
、
二
〇
世
紀
半
ば
頃
か
ら
の
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
け
る
「
イ
ス

ラ
ー
ム
」
現
象
に
焦
点
を
当
て
る
つ
も
り
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
前
に
、
ア
メ
リ
カ

社
会
と
「
イ
ス
ラ
ー
ム
」
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
、
少
し
ば
か
り
の
概
観
を
こ
こ



2 0

ろ み た い 。２　

ア メ リ カ に お け る 「 イ ス ラ ー ム 」 の 歴 史

　

コ ロ ン ブ ス が ア メ リ カ 大 陸 を 「 発 見 」 し た 一 四 九 二 年 頃 か ら 、 す で
に ア メ リ カ 大 陸 の 海 岸 に 、 ス ペ イ ン か ら 逃 れ て き た イ ス ラ ー ム 教 徒 が到 着 し て い た と い う 説 が あ る （ ス ミ ス 、

2 0 5）  。 そ の 後 、 一 六 一 九 年 に

は 、 ア フ リ カ 大 陸 か ら 黒 人 奴 隷 が 初 め て 連 れ て 来 ら れ る の だ が 、 そ の後 、 多 く の 黒 人 奴 隷 が 売 買 さ れ ア メ リ カ 植 民 地 に 入 っ て く る 。 そ れ とと も に 、 イ ス ラ ー ム 教 徒 の 黒 人 奴 隷 も 増 え て い っ た こ と だ ろ う 。 強 制的 に 連 れ て 来 ら れ た 黒 人 奴 隷 の う ち 、 二 〇 パ ー セ ン ト が イ ス ラ ー ム 教徒 で あ っ た と 主 張 す る 歴 史 家 も い る よ う だ が 、 こ の 数 字 は 高 す ぎ る とジ ェ イ ン ・

I・
ス ミ ス は 反 論 し て い る （ ス ミ ス 、

7 6）  。 ア ラ ン ・ オ ー

ス テ ィ ン に よ れ ば 、 一 七 世 紀 か ら 一 九 世 紀 に か け て 西 ア フ リ カ で 捕 獲さ れ 、 奴 隷 に さ れ て ア メ リ カ 大 陸 へ 連 れ て 来 ら れ た ア フ リ カ 人 の うち 、 七 、  八 パ ー セ ン ト が イ ス ラ ー ム 教 徒 で あ っ た だ ろ う と 推 定 し て い る（ タ ー ナ ー 、

1 2）  。

　

か れ ら の イ ス ラ ー ム 文 化 は 、 二 〇 世 紀 に は 消 え て し ま い 、 西 ア フ リ
カ か ら の 黒 人 奴 隷 が ア メ リ カ 合 衆 国 に も た ら し た 古 い イ ス ラ ー ム 文 化表 象 は 、 次 の 世 紀 ま で は 生 き 残 ら な か っ た 。 け れ ど も 、 こ こ で 一 人 の研 究 者 ア ラ ン ・ オ ー ス テ ィ ン の 研 究 発 表 が 、  「 ク ン タ ・ キ ン テ の 仲 間 たち 」  （

1
9
8
8

） と い う 題 目 で あ っ た こ と に 注 目 し て お き た い 。 ク ン タ ・ キ

ン テ と は 、 ア メ リ カ の 黒 人 奴 隷 の 個 人 的 な ル ー ツ を た ど っ て 大 評 判 にな っ た 、 ア レ ッ ク ス ・ ヘ イ リ ー の 『 ル ー ツ 』  （

1
9
7
6

） の 主 人 公 、 ア レ ッ

ク ス ・ ヘ イ リ ー の 先 祖 の 名 前 で あ る 。 そ し て ア レ ッ ク ス ・ ヘ イ リ ー が 、マ ル コ ム

Xの
『 自 伝 』  を 書 い た 作 者 だ と い う こ と も 思 い 出 し て お き た い 。

『 ル ー ツ 』 は 小 説 で は な く 、 ヘ イ リ ー 自 身 が 自 分 の 家 系 を 探 し て ア フ リカ の 部 族 ま で た ど っ て い き 、 そ の 結 果 、 発 見 し た 事 実 を 述 べ て い る とい う 前 提 に な っ て い る 。 と は い え そ の 物 語 性 は 否 定 す べ く も な く 、 いわ ゆ る ド キ ュ メ ン タ リ ー で は な い 。ア レ ッ ク ス ・ ヘ イ リ ー の 『 ル ー ツ 』
　

七 〇 年 代 後 半 に 、  『 ル ー ツ 』 は 大 評 判 に な り 、 そ の 結 果 、 白 人 の 間 で
特 に 、  自 分 の ル ー ツ 探 し が 大 流 行 す る と い う 社 会 現 象 ま で 起 き た の だ った 。 だ が こ こ で 注 目 さ れ る の は 、 ア レ ッ ク ス ・ ヘ イ リ ー が 、 自 分 の 出自 を 明 確 に す る こ と が で き た と い う 事 実 、 祖 先 が 不 明 で あ っ た 奴 隷 の過 去 を 持 つ ア フ リ カ ン ・ ア メ リ カ ン が 、 家 系 を た ど る こ と が で き た とい う 事 実 で あ る 。 そ れ が 、  ま ず 第 一 の 驚 き で あ っ た こ と は た し か で あ る 。だ が 第 二 の 驚 き は 、 ア レ ッ ク ス  ・  ヘ イ リ ー の 先 祖 が イ ス ラ ー ム 教 徒 だ った と い う こ と で は な か っ た だ ろ う か 。 一 九 七 〇 年 代 の ア メ リ カ 社 会 で 、イ ス ラ ー ム 表 象 を 持 ち 出 す こ と へ の 抵 抗 は 大 き か っ た に 違 い な い 。 すで に ア メ リ カ 社 会 は 、  「 ネ イ シ ョ ン ・ オ ブ ・ イ ス ラ ム 」 の 誕 生 ・ 展 開 ・内 輪 も め を 見 て き た の だ が 、 キ リ ス ト 教 の 精 神 が 絶 対 的 基 盤 を な す アメ リ カ 社 会 で 、 今 日 の ア メ リ カ 市 民 で あ る 黒 人 の 祖 先 が 、 イ ス ラ ー ム教 徒 で あ っ た と い う 事 実 は 、 世 間 に い か な る 反 応 を 呼 び 起 こ し た の だろ う か 。

　

そ の 点 を 作 家 の ヘ イ リ ー が 意 識 し て い な か っ た は ず は な い 。 そ の 上
で 、 自 分 の 祖 先 は イ ス ラ ー ム で あ る と 表 明 し た の だ っ た 。 ア フ リ カ の
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小
さ
な
部
族
の
宗
教
で
は
な
く
、
世
界
の
宗
教
に
な
っ
て
い
た
イ
ス
ラ
ー
ム
教
で

あ
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
意
味
は
あ
っ
た
の
だ
っ
た
。

　
『
ル
ー
ツ
』
は
、
主
人
公
の
ク
ン
タ
・
キ
ン
テ
が
生
ま
れ
た
一
七
五
〇
年
ま
で
、

年
代
を
特
定
し
て
い
る
。
だ
が
家
系
図
で
は
さ
ら
に
、
ク
ン
タ
・
キ
ン
テ
の
祖
父

に
あ
た
る
聖
者
の
名
前
ま
で
た
ど
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
調
査
の
緻
密
さ
、
そ
し
て

発
見
の
喜
び
と
驚
き
が
書
き
込
ま
れ
た
本
書
は
、「
ル
ー
ツ
探
し
」
の
面
白
さ
を
十

分
に
伝
え
て
読
者
の
好
奇
心
を
そ
そ
っ
た
の
だ
っ
た
。
だ
が
今
日
、『
ル
ー
ツ
』
を

読
み
返
し
て
み
る
と
、
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
に
強
制
的
に
連
れ
て
こ
ら
れ
た
ア
フ
リ

カ
人
の
、
ア
メ
リ
カ
社
会
へ
の
文
化
的
・
宗
教
的
順
応
の
過
程
を
た
ど
っ
た
物
語

で
あ
る
と
い
う
、
ま
た
別
の
側
面
に
気
が
つ
く
の
で
あ
る
。

　

第
一
章
の
冒
頭
か
ら
、
ク
ン
タ
・
キ
ン
テ
の
家
系
が
、
代
々
、
ア
ッ
ラ
ー
に
仕

え
る
聖
者
の
家
系
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
「
一
七
五
〇
年
の
春
ま
だ
浅
い
こ
ろ
、
西
ア
フ
リ
カ
の
ガ
ン
ビ
ア
川
の
川
岸
を
上

流
へ
四
日
ほ
ど
遡
っ
た
ジ
ュ
フ
レ
村
で
、
オ
モ
ロ
と
ビ
ン
タ
・
キ
ン
テ
に
男
の
赤

ん
坊
が
生
ま
れ
た
」（
11
）
と
い
う
書
き
出
し
は
、
ア
メ
リ
カ
文
学
の
「
ス
レ
イ
ヴ・

ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
」
の
代
表
作
と
さ
れ
る
、
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ダ
グ
ラ
ス
の
『
自
伝
』

に
よ
く
似
て
い
る
。
ダ
グ
ラ
ス
の
場
合
は
、
年
月
は
不
明
だ
っ
た
が
、
地
域
を
特

定
す
る
描
写
は
、
き
わ
め
て
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
た
。
地
域
の
特
定
は
、
自
己
証

明
の
重
大
な
側
面
な
の
で
あ
る
。
続
い
て
ヘ
イ
リ
ー
は
、
男
の
子
の
誕
生
が
と
り

わ
け
意
味
を
持
つ
こ
と
を
描
い
て
い
る
。「
最
初
に
生
ま
れ
た
男
の
子
は
、ア
ッ
ラ
ー

の
特
別
な
る
祝
福
を
、
両
親
の
み
な
ら
ず
家
族
へ
も
た
ら
す
と
い
う
言
い
伝
え
が

あ
っ
た
」（
11
）。
こ
の
よ
う
に
最
初
の
段
落
か
ら
、
先
祖
は
イ
ス
ラ
ー
ム
の
神
を

信
じ
て
い
た
こ
と
を
作
者
は
明
ら
か
に
し
た
の
だ
っ
た
。

　

第
五
章
に
な
る
と
、
祖
父
の
物
語
に
な
る
。
祖
父
の
カ
イ
ラ
バ
・
ク
ン
タ
・
キ

ン
テ
は
、
大
聖
者
か
ら
祝
福
を
受
け
聖
者
に
な
っ
た
の
だ
が
、
キ
ン
テ
家
は
、「
数

百
雨
の
昔
、
古
マ
リ
王
国
に
遡
る
こ
ろ
か
ら
、
代
々
聖
者
に
な
る
し
き
た
り
で

あ
っ
た
」
と
、
祖
母
が
主
人
公
の
ク
ン
タ
・
キ
ン
テ
に
語
る
と
い
う
形
式
で
、
ア
ッ

ラ
ー
を
祭
る
高
僧
の
家
系
で
あ
る
こ
と
を
誇
り
高
く
叙
述
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う

に
、
先
祖
の
祖
国
の
ア
フ
リ
カ
で
は
、
首
長
や
王
子
や
プ
リ
ン
セ
ス
で
、
誇
り
高

い
家
系
で
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
で
は
奴
隷
の
身
に
貶
め
ら
れ
て
い

る
と
い
う
前
提
は
、
こ
れ
も
ま
た
、
と
り
わ
け
ハ
ー
レ
ム
・
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
ア

フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
詩
・
小
説
に
見
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
人
間
性
を

剥
奪
さ
れ
て
い
た
奴
隷
時
代
の
過
去
へ
の
、
条
件
反
射
的
な
逆
反
応
で
あ
っ
た
の

だ
ろ
う
。
ヘ
イ
リ
ー
は
、だ
が
そ
れ
を
宗
教
的
生
活
で
の
上
層
と
い
う
前
提
に
す
る
。

宗
教
へ
の
こ
だ
わ
り
に
、私
は
や
は
り
、二
〇
世
紀
の
後
半
に
生
き
る
ア
フ
リ
カ
ン・

ア
メ
リ
カ
ン
と
キ
リ
ス
ト
教
を
基
盤
に
す
る
ア
メ
リ
カ
社
会
と
の
段
差
・
不
調
和

を
感
じ
取
る
の
で
あ
る
。

　
『
ル
ー
ツ
』
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
だ
っ
た
主
人
公
が
、
奴
隷
捕
獲
人
に
捕
ま
り
、

奴
隷
船
に
乗
せ
ら
れ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
へ
売
ら
れ
て
い
く
物

語
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
植
民
地
か
ら
ア
メ
リ
カ
共
和
国
に
な
り
、
奴
隷
制
度
の
時
代
、

そ
の
廃
止
と
い
う
歴
史
的
流
れ
を
背
景
に
し
て
い
る
。
そ
の
時
間
の
推
移
の
な
か

で
、
先
祖
の
ア
フ
リ
カ
人
ク
ン
タ
・
キ
ン
テ
の
物
語
が
、
二
〇
世
紀
の
子
孫
で
あ

る
著
者
の
代
ま
で
伝
え
ら
れ
る
。

　

ク
ン
タ
・
キ
ン
テ
を
含
め
、
各
地
か
ら
捕
獲
さ
れ
た
人
々
は
、
奴
隷
船
に
乗
せ

ら
れ
、
新
大
陸
へ
運
ば
れ
て
い
っ
た
。
暗
い
船
倉
に
押
し
込
ま
れ
、
絶
望
的
に
な
っ

た
か
れ
ら
は
、
ア
ッ
ラ
ー
へ
の
祈
り
を
あ
げ
る
。「
ク
ン
タ・キ
ン
テ
の
ま
わ
り
で
は
、

男
た
ち
が
ア
ッ
ラ
ー
に
向
か
っ
て
大
声
で
叫
ん
で
い
た
…
ク
ン
タ
も
そ
の
大
声
に

混
じ
っ
て
、聞
い
て
く
れ
！　

助
け
て
く
れ
！　

と
叫
ん
で
い
た
」（
173
）
の
だ
っ
た
。
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ア
メ
リ
カ
上
陸
を
前
に
し
て
、
マ
ン
デ
ィ
ン
カ
部
族
の
男
が
、
ふ
た
た
び
ア
ッ
ラ
ー

に
向
か
っ
て
祈
り
の
大
声
を
あ
げ
る
。「
マ
ン
デ
ィ
ン
カ
の
男
の
一
人
が
、ア
ッ
ラ
ー

を
讚
え
る
叫
び
を
あ
げ
た
。
す
る
と
じ
き
に
全
員
が
、
こ
の
男
に
唱
和
し
た̶

̶

ア
ッ
ラ
ー
讃
美
と
祈
り
の
声
が
、
必
死
に
揺
す
る
鎖
の
ガ
チ
ャ
ガ
チ
ャ
鳴
る
音
に

混
じ
っ
て
い
た
」（
208
）
と
い
う
描
写
は
、「
も
は
や
ア
フ
リ
カ
を
目
に
す
る
こ
と

は
な
い
だ
ろ
う
」（
173
）
と
い
う
思
い
の
前
で
、
部
族
の
宗
教
で
あ
っ
た
イ
ス
ラ
ー

ム
へ
の
最
後
の
祈
り
、
イ
ス
ラ
ー
ム
と
の
決
別
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
、

ア
メ
リ
カ
で
の
奴
隷
と
し
て
の
暮
ら
し
の
前
兆
に
な
っ
て
い
く
。

　

作
者
ヘ
イ
リ
ー
は
、
ア
メ
リ
カ
大
陸
へ
の
上
陸
を
前
に
し
た
ク
ン
タ
・
キ
ン
テ
に
、

次
の
よ
う
に
語
ら
せ
て
い
る
。「
そ
れ
は
間
違
い
な
く
ア
ッ
ラ
ー
の
土
地
だ
っ
た・・・

大
昔
の
先
祖
た
ち
か
ら
の
語
り
伝
え
で
は
、
日
の
出
か
ら
日
の
入
り
ま
で
伸
び
て

い
る
土
地
だ
っ
た
」（
207
）。
こ
の
よ
う
に
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
神
が
、
ア
メ
リ
カ
大

陸
の
存
在
を
予
測
し
て
い
た
と
強
調
す
る
作
者
の
意
図
は
何
か
。
ク
ン
タ
・
キ
ン

テ
の
物
語
を
通
し
て
、
ア
メ
リ
カ
大
陸
を
も
イ
ス
ラ
ー
ム
の
神
が
見
て
い
た
と
指

摘
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
化
し
て
し
ま
う
以
前
の
ア
メ
リ
カ
は
、
ア
ッ

ラ
ー
の
な
か
に
存
在
し
て
い
た
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
発
言
は
、
ル
ー
ツ
探
し
の
関
心
の
前
で
、
多
く
の
読
者
か
ら
は
注

目
さ
れ
ず
に
消
え
て
し
ま
っ
た
が
、
ヘ
イ
リ
ー
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー

ム
・
プ
レ
ゼ
ン
ス
を
十
分
に
書
き
込
み
、
表
現
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。

　

い
っ
ぽ
う
、
ク
ン
タ
・
キ
ン
テ
の
ア
メ
リ
カ
で
の
生
涯
は
、
奴
隷
と
し
て
酷
使

さ
れ
る
な
か
で
、
祖
国
ア
フ
リ
カ
の
宗
教
を
忘
れ
、
言
葉
を
忘
れ
て
い
く
過
程
だ
っ

た
。

　

プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
へ
売
ら
れ
て
い
っ
た
ク
ン
タ
・
キ
ン
テ
は
、
肌
の
色
の
白

く
な
い
、
ア
フ
リ
カ
人
の
よ
う
な
人
々
を
見
る
。
と
こ
ろ
が
か
れ
ら
は
、「
豚
肉
を

食
べ
て
い
た
。と
い
う
こ
と
は
み
ん
な
ア
ッ
ラ
ー
を
知
ら
な
い
余
所
者
な
ん
だ̶

̶

そ
れ
と
も
裏
切
り
者
た
ち
か
」（
229
）
と
疑
念
を
抱
き
、
自
分
が
知
ら
ぬ
う
ち
に
豚

肉
を
食
べ
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
は
と
恐
れ
て
、前
も
っ
て
「
ア
ッ
ラ
ー
の
許
し
」

（
229
）
を
乞
う
の
だ
っ
た
。
こ
こ
で
初
め
て
、
ク
ン
タ
・
キ
ン
テ
は
ア
ッ
ラ
ー
の
教

え
を
守
っ
て
い
く
こ
と
の
困
難
に
遭
遇
し
て
い
る
。

　

そ
れ
ば
か
り
か
、
ア
メ
リ
カ
化
は
す
ぐ
に
ク
ン
タ・キ
ン
テ
を
襲
っ
て
く
る
。「
お

ま
え
、
ト
ビ
ー
だ
。
ト
ビ
ー
よ
。
ご
主
人
さ
ま
が
言
っ
て
る
だ
よ
。
お
前
の
名
前
、

ト
ビ
ー
だ
っ
て
！
」（
232
）、
と
怒
鳴
ら
れ
、「
ク
ン
タ
・
キ
ン
テ
だ
。
オ
モ
ロ
の
最

初
の
息
子
で
、
オ
モ
ロ
は
聖
者
カ
イ
ラ
バ
・
ク
ン
タ
・
キ
ン
テ
の
息
子
だ
」（
232
）

と
抵
抗
す
る
も
の
の
、
も
ち
ろ
ん
理
解
さ
れ
な
い
。
こ
の
命
名
の
行
為
こ
そ
、
奴

隷
化
の
一
歩
で
あ
る
。
存
在
証
明
の
根
源
に
あ
る
個
人
の
名
前
を
、
自
分
の
意
志

と
か
か
わ
り
な
く
、
権
力
に
よ
っ
て
変
更
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
新

し
い
名
前
は
、
先
祖
と
強
制
的
に
断
絶
す
る
こ
と
を
要
求
し
、
ク
ン
タ
・
キ
ン
テ

と
い
う
名
前
が
持
つ
、
ア
ッ
ラ
ー
を
守
る
聖
者
の
家
系
を
忘
却
す
る
よ
う
に
強
い

た
の
だ
っ
た
。
後
に
、
マ
ル
コ
ム
X
が
マ
ル
コ
ム
・
リ
ト
ル
か
ら
名
前
を
変
え
た

の
も
、
そ
し
て
六
〇
年
代
・
七
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
社
会
で
、
名
前
の
変
更
が
ア

フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
間
で
急
激
に
広
ま
っ
た
の
も
、
奴
隷
時
代
の
白
人
権

力
の
否
定
を
す
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

ク
ン
タ
・
キ
ン
テ
は
、
ア
メ
リ
カ
に
強
制
的
に
連
れ
て
来
ら
れ
て
か
ら
も
、
ア
ッ

ラ
ー
へ
の
祈
り
を
忘
れ
な
か
っ
た
。
折
り
に
つ
け
ア
ッ
ラ
ー
へ
の
祈
り
を
静
か
に

口
に
し
、
日
々
の
五
回
の
祈
り
を
忘
れ
な
か
っ
た
。「
ク
ン
タ
は
小
屋
へ
戻
り
、
夕

べ
の
祈
り
を
唱
え
た
あ
と
、
床
の
地
面
に
棒
切
れ
で
ア
ラ
ビ
ア
文
字
を
書
い
た
・・・

そ
し
て
ア
フ
リ
カ
で
し
て
い
た
よ
う
に
、
新
月
の
あ
と
の
朝
に
、
ひ
ょ
う
た
ん
の

な
か
に
小
石
を
落
と
し
て
時
間
の
経
過
を
認
め
て
い
っ
た
」（
279
）。
ク
ン
タ
・
キ
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ン
テ
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、
す
で
に
ア
メ
リ
カ
化
し
て
い
た
奴
隷
と
自
分
の
距
離

を
保
ち
な
が
ら
、
ア
フ
リ
カ
人
と
し
て
の
自
負
と
存
在
証
明
を
保
ち
続
け
て
い
た

の
で
あ
っ
た
。

　

け
れ
ど
も
五
四
章
で
、
二
〇
雨
を
経
て
二
〇
歳
に
な
っ
た
こ
ろ
の
ク
ン
タ
・
キ

ン
テ
は
、
徐
々
に
ア
フ
リ
カ
人
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
、
ア
メ
リ
カ
化
し
て
く
る
。

ク
リ
ス
マ
ス
の
季
節
に
な
っ
た
こ
ろ
、「
黒
人
の
ア
ッ
ラ
ー
へ
の
気
持
ち
は
変
わ
ら

な
か
っ
た
が
、
み
ん
な
楽
し
ん
で
い
る
ん
だ
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
祭
り
の
よ
う
す
を

覗
い
て
も
、
ア
ッ
ラ
ー
は
反
対
し
な
い
だ
ろ
う
」（
288
）
と
自
己
説
得
す
る
よ
う
に

な
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
じ
き
に
イ
ス
ラ
ー
ム
の
神
の
こ
と
を
忘
れ
が
ち
に
な
っ

て
い
く
。
六
二
章
で
は
次
の
よ
う
に
、
そ
の
変
化
が
描
か
れ
て
い
る
。

　
「
ガ
ン
ビ
ア
川
や
村
の
人
々
の
記
憶
が
精
神
の
よ
り
ど
こ
ろ
で
あ
っ
た
こ
ろ
は
、

ク
ン
タ
・
キ
ン
テ
は
ま
だ
ア
フ
リ
カ
人
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
ご
ろ
で
は
、
何
ヶ

月
も
ジ
ュ
フ
レ
村
を
す
っ
か
り
忘
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
激
怒
す
る
事
態

に
直
面
す
る
た
び
に
、
跪
ず
い
て
は
ア
ッ
ラ
ー
に
力
と
理
性
を
与
え
て
く
れ
る
よ

う
に
祈
っ
て
い
た
、
あ
の
初
め
の
こ
ろ
は
、
ま
だ
ア
フ
リ
カ
人
だ
っ
た
。
ア
ッ
ラ
ー

の
教
え
通
り
に
祈
り
を
あ
げ
た
の
は
、
い
つ
の
こ
と
だ
っ
た
ろ
う
か
」（
328
）。

　

白
人
の
言
葉
を
学
び
は
じ
め
た
と
き
か
ら
、
マ
ン
デ
ィ
ン
カ
の
言
葉
が
出
な
く

な
り
、
白
人
の
言
葉
で
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
自
分
を
発
見
し
て
ク
ン
タ
・
キ
ン

テ
は
愕
然
と
す
る
。
け
れ
ど
も
唯
一
の
誇
り
は
、
二
〇
雨
（
年
）
と
い
う
も
の
豚

肉
を
食
べ
た
こ
と
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
り
、
自
分
自
身
を
見
失
っ
て
い
な
い
と

す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
尊
厳
」
を
持
ち
続
け
て
い
る
こ
と
だ
っ
た
と
省
察
し
て
い
る
。

　

新
し
い
言
葉
の
習
得
と
と
も
に
古
い
言
葉
を
忘
れ
て
い
く
の
は
、
人
間
に
と
っ

て
当
然
の
こ
と
だ
ろ
う
。
重
要
な
の
は
、言
葉
の
習
得
と
は
、単
な
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
道
具
を
身
に
つ
け
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
言
葉
の
背
後
の
文
化
を

身
に
つ
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
学
び
と
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す

る
と
ク
ン
タ
・
キ
ン
テ
の
場
合
は
、
ま
さ
に
自
分
自
身
の
奴
隷
化
を
認
め
る
こ
と

に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
ク
ン
タ
・
キ
ン
テ
が
ト
ビ
ー
と
命
名
さ
れ
た
行
為
は
、

ま
さ
に
黒
人
（
ア
フ
リ
カ
人
）
の
ア
メ
リ
カ
化
、
す
な
わ
ち
奴
隷
化
の
事
実
を
象

徴
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。

　

ア
メ
リ
カ
化
の
行
為
を
作
者
ヘ
イ
リ
ー
は
次
々
に
書
き
込
ん
で
い
る
。
ク
ン
タ
・

キ
ン
テ
は
農
場
で
知
り
合
っ
た
奴
隷
女
の
ベ
ル
と
結
婚
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、

す
で
に
ア
メ
リ
カ
化
し
て
キ
リ
ス
ト
教
を
信
じ
て
い
た
ベ
ル
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の

神
の
祝
福
に
よ
る
結
婚
を
希
望
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
ご
主
人
さ
ま
が
お
っ
し
ゃ
る

に
は
、
結
婚
と
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
御
前
で
の
聖
な
る
行
為
」（
347
）
だ
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
と
こ
ろ
の
描
写
は
、
歴
史
的
事
実
と
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
だ

ろ
う
。
多
く
の
場
合
に
お
い
て
、
南
部
の
農
場
に
い
る
奴
隷
た
ち
が
、
正
式
に
結

婚
す
る
こ
と
な
ど
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
。
ク
ン
タ
・
キ
ン
テ
と
ベ
ル
の

結
婚
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
の
御
名
に
よ
る
祝
福
を
受
け
、「
イ
エ
ス
の
御
前
で
、

結
婚
の
神
聖
な
る
国
に
二
人
は
飛
び
込
ん
だ
」（
348
）
の
だ
っ
た
。

　

ク
ン
タ
・
キ
ン
テ
は
悩
ま
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
。
ジ
ュ
フ
レ
の
村
で
執
り
行

わ
れ
る
結
婚
式
の
様
子
を
思
い
出
し
な
が
ら
、
胸
の
詰
ま
る
思
い
に
な
る
の
だ
が
、

「
今
の
自
分
が
し
て
い
る
こ
と
を
許
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
異
教
の
神
に
い
か
な
る

言
葉
が
捧
げ
ら
れ
て
い
よ
う
と
も
、
自
分
は
、
ア
ッ
ラ
ー
を
、
ア
ッ
ラ
ー
の
み
を

信
じ
て
い
る
こ
と
を
わ
か
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
」（
348
）
と
述
べ
て
い
る
。

　

こ
の
叙
述
は
、
す
で
に
ク
ン
タ
・
キ
ン
テ
が
か
な
り
ア
メ
リ
カ
化
・
キ
リ
ス
ト

教
化
し
て
い
る
こ
と
の
証
だ
ろ
う
。
結
婚
と
い
う
だ
れ
に
と
っ
て
も
人
生
の
一
大

転
換
点
に
お
い
て
、
ク
ン
タ
・
キ
ン
テ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
祝
福
の
も
と
に
跪
い
た

の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
も
う
一
つ
の
出
来
事
を
作
者
は
書
き
入
れ
て
い
る
。
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プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
五
マ
イ
ル
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
、
ウ
ォ
ー
ラ
ー
・

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
ハ
ウ
ス
と
い
う
、
農
場
主
の
名
前
を
つ
け
た
礼
拝
堂
へ
、
ご
主
人

を
馬
車
で
お
連
れ
す
る
の
が
ク
ン
タ
・
キ
ン
テ
の
仕
事
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
よ

う
に
物
理
的
に
教
会
と
の
接
触
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
が
、
そ
の

う
ち
に
、
仲
間
の
奴
隷
た
ち
が
、
夜
に
行
っ
て
い
る
キ
リ
ス
ト
教
の
礼
拝
を
知
る

よ
う
に
な
る
。
ク
ン
タ
・
キ
ン
テ
に
と
っ
て
異
教
だ
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
だ
が
、
し

だ
い
に
キ
リ
ス
ト
教
に
な
じ
ん
で
い
く
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
ク
ン
タ
・

キ
ン
テ
の
キ
リ
ス
ト
教
化
・
ア
メ
リ
カ
化
が
も
っ
と
も
象
徴
的
に
説
明
さ
れ
て
い

る
の
が
、
第
七
三
章
の
キ
ャ
ン
プ
・
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
（
野
外
の
宗
教
集
会
）
の
場

面
だ
ろ
う
。

　
「
そ
れ
は
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
へ
来
て
い
ら
い
、
毎
年
開
か
れ
て
い
て
、
黒
人
に

と
っ
て
は
夏
の
大
き
な
行
事
だ
っ
た
。
い
つ
も
口
実
を
作
っ
て
参
加
し
な
か
っ
た

か
ら
、
ま
た
ベ
ル
が
誘
っ
て
き
た
と
き
に
は
、
そ
の
し
つ
こ
さ
に
あ
き
れ
て
し
ま
っ

た
。
こ
の
大
集
会
で
ど
ん
な
こ
と
が
起
き
て
い
る
の
か
、
そ
れ
が
ベ
ル
の
異
教
の

信
仰
と
関
係
が
あ
る
と
い
う
ぐ
ら
い
し
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
関
わ
り
た

く
な
か
っ
た
」（
391
）
と
考
え
て
い
た
ク
ン
タ
・
キ
ン
テ
だ
っ
た
が
、
結
局
は
、
ベ

ル
の
策
略
で
キ
ャ
ン
プ
・
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
に
参
加
す
る
。
身
体
を
揺
す
り
、
掛
け

声
を
交
し
合
う
情
景
に
、
故
郷
ア
フ
リ
カ
の
長
老
会
議
を
思
い
出
し
て
い
る
ク
ン

タ
・
キ
ン
テ
だ
が
、
妻
の
ベ
ル
が
息
子
に
洗
礼
の
儀
式
を
受
け
さ
せ
る
の
を
目
に

す
る
う
ち
に
、
や
が
て
は
ア
フ
リ
カ
の
習
慣
や
宗
教
は
忘
れ
去
ら
れ
、
ク
ン
タ
・

キ
ン
テ
の
子
孫
た
ち
が
、
キ
リ
ス
ト
教
化
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
こ
と
は
予
測
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

　
「
あ
れ
は
あ
た
し
の
ア
フ
リ
カ
人
の
旦
那
よ
」（
397
）、「
あ
の
ア
フ
リ
カ
人
」（
407
）

と
妻
の
ベ
ル
や
、
周
囲
の
奴
隷
た
ち
か
ら
呼
ば
れ
て
い
る
ク
ン
タ
・
キ
ン
テ
自
身

は
、
第
七
六
章
に
い
た
っ
て
も
ア
ッ
ラ
ー
へ
の
祈
り
を
捧
げ
て
い
る
。
そ
し
て
最

後
ま
で
、
ク
ン
タ
・
キ
ン
テ
は
「
ア
フ
リ
カ
」
を
象
徴
す
る
存
在
と
し
て
、
ア
メ

リ
カ
の
子
孫
の
間
で
語
り
継
が
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
八
三
章
の
最
後

の
描
写
は
、
ク
ン
タ
・
キ
ン
テ
の
死
を
予
測
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時

に
、
ク
ン
タ
・
キ
ン
テ
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
の
神
、
ア
フ
リ
カ
文
化
へ
の
断
絶
を
暗

示
す
る
描
写
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
娘
の
キ
ジ
ー
が
奴
隷
の
逃
亡
を
幇
助
し

た
廉
で
逮
捕
さ
れ
、娘
と
離
れ
離
れ
に
な
っ
て
し
ま
う
場
面
で
あ
り
、『
ル
ー
ツ
』
が
、

こ
の
章
を
境
に
ク
ン
タ
・
キ
ン
テ
の
物
語
か
ら
キ
ジ
ー
の
物
語
へ
と
展
開
し
て
い

く
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

ク
ン
タ
・
キ
ン
テ
が
、
娘
の
キ
ジ
ー
に
教
え
た
時
間
の
記
録
の
し
か
た
、
そ
れ

は
ひ
ょ
う
た
ん
に
小
石
を
入
れ
る
ア
フ
リ
カ
の
伝
統
に
の
っ
と
っ
た
作
業
だ
っ
た
。

キ
ジ
ー
に
永
久
に
会
え
な
い
こ
と
を
悟
っ
た
ク
ン
タ
・
キ
ン
テ
は
、
ひ
ょ
う
た
ん

を
手
に
取
り
、
床
に
投
げ
つ
け
て
壊
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ア
フ
リ

カ
へ
の
決
別
の
儀
式
で
あ
り
、
奴
隷
と
い
う
ア
メ
リ
カ
で
の
厳
し
い
現
実
認
識
を

迫
ら
れ
る
場
面
で
あ
っ
た
。「
目
か
ら
涙
が
滂
沱
の
ご
と
く
あ
ふ
れ
出
た
。重
い
ひ
ょ

う
た
ん
を
頭
上
高
く
掲
げ
、
大
き
く
開
い
た
口
か
ら
は
声
に
な
ら
な
い
叫
び
が
漏

れ
、
力
の
限
り
ひ
ょ
う
た
ん
を
投
げ
つ
け
た
。
ひ
ょ
う
た
ん
は
、
堅
く
締
ま
っ
た

地
面
に
あ
た
っ
て
、
粉
々
に
砕
け
散
っ
た
。
ク
ン
タ
・
キ
ン
テ
の
六
六
二
個
の
小

石
は
、
五
五
雨
（
年
）
の
各
月
を
あ
ら
わ
し
て
い
た
が
、
四
方
八
方
へ
激
し
く
飛

ん
で
い
っ
た
」（
453
）。

　

ア
フ
リ
カ
式
暦
を
壊
し
て
し
ま
う
と
い
う
行
為
は
、
ア
フ
リ
カ
と
い
う
過
去
へ

の
決
別
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ク
ン
タ
・
キ
ン
テ
の
子
孫
た
ち
は
、
こ
の
後
、
ア
メ

リ
カ
南
部
の
奴
隷
制
度
の
抱
え
る
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
ま
さ
に
直
面
し
て
い
く

の
で
あ
り
、
ア
フ
リ
カ
は
も
は
や
見
知
ら
ぬ
遠
い
存
在
で
し
か
な
く
な
っ
て
い
く
。
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こ
の
よ
う
に
し
て
、
奴
隷
た
ち
は
ア
フ
リ
カ
人
で
あ
る
こ
と
を
、
先
祖
が
イ
ス

ラ
ー
ム
教
徒
で
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
繰
り
返
し
て
述
べ
る

と
、
ア
フ
リ
カ
人
の
ル
ー
ツ
を
求
め
た
作
者
が
、
自
分
の
祖
先
が
イ
ス
ラ
ー
ム
教

徒
で
あ
っ
た
の
は
偶
然
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
ア
ッ
ラ
ー
を
信
仰
す
る
ば
か
り
で

な
く
、
聖
者
の
家
族
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
私
た
ち
は
注

意
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
こ
で
強
調
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
・

プ
レ
ゼ
ン
ス
が
、
二
〇
世
紀
に
な
っ
て
始
ま
っ
た
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。『
ル
ー
ツ
』
の
ク
ン
タ
・
キ
ン
テ
が
、
ア
メ
リ
カ
へ
連
れ
て
来
ら
れ
た
の
は

一
八
世
紀
の
半
ば
だ
っ
た
が
、
北
ア
メ
リ
カ
に
や
っ
て
き
た
最
初
の
イ
ス
ラ
ー
ム

教
徒
で
記
録
が
残
っ
て
い
る
の
は
、
エ
ス
テ
ィ
ヴ
ァ
ン
と
い
う
名
前
の
モ
ロ
ッ
コ

の
黒
人
奴
隷
で
あ
る
。
一
五
二
七
年
、エ
ス
テ
ィ
ヴ
ァ
ン
は
ガ
イ
ド
兼
通
訳
と
し
て
、

ス
ペ
イ
ン
を
経
由
し
て
フ
ロ
リ
ダ
へ
渡
っ
て
く
る
。
パ
ン
フ
ィ
ロ
・
デ
・
ナ
ル
バ

エ
ス
探
検
団
と
行
動
を
共
に
し
、
今
日
の
ニ
ュ
ー
メ
キ
シ
コ
、
ア
リ
ゾ
ナ
を
調
査

し
た
（
タ
ー
ナ
ー
、
11
）。
そ
の
生
涯
に
つ
い
て
は
、
小
説
化
さ
れ
た
作
品
で
は
あ

る
が
、
ダ
ニ
エ
ル
・
パ
ン
ガ
ー
の
『
ブ
ラ
ッ
ク
・
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
に
よ
っ
て
推
測

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
エ
ス
テ
ィ
ヴ
ァ
ン
は
、
先
住
民
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
居
住
す

る
地
域
へ
入
っ
て
い
っ
た
、
最
初
の
非
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い

る
（
パ
ン
ガ
ー
、
３
）。
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ブ
レ
ン
ト
・
タ
ー
ナ
ー
は
、「
ア
メ
リ
カ

に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
は
、
一
九
世
紀
に
お
い
て
比
較
的
ま
れ
な
現
象
で
あ
っ
た

が
、
そ
れ
で
も
た
し
か
に
一
六
世
紀
初
め
か
ら
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
存
在
は
続
い

て
い
る
」（
12
）
と
述
べ
て
い
る
。

　

タ
ー
ナ
ー
は
そ
の
具
体
的
な
例
を
挙
げ
て
い
る
。『
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン

の
体
験
と
イ
ス
ラ
ー
ム
』（
一
九
九
七
、二
〇
〇
三
改
訂
版
）
の
な
か
で
、
南
北
戦

争
以
前
の
南
部
に
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
伝
統
を
守
り
な
が
ら
暮
ら
し
て
い
た
黒
人

奴
隷
が
い
た
こ
と
を
、
何
人
か
の
例
を
挙
げ
て
記
述
し
て
い
る
。
か
れ
ら
の
な
か

に
は
、
子
供
た
ち
に
イ
ス
ラ
ー
ム
風
の
名
前
を
つ
け
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
食
事
戒
律

を
守
り
、
イ
ス
ラ
ー
ム
風
の
帽
子
を
被
り
、
外
部
の
者
と
は
英
語
を
話
す
が
、
家

族
の
中
で
は
ア
ラ
ビ
ア
語
を
使
い
、
ア
ラ
ビ
ア
文
字
を
書
く
こ
と
が
で
き
た
者
も

い
る
と
い
う
。
一
九
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
で
、「
イ
ス
ラ
ー
ム
の
自
己
証
明
と
そ
の
伝

統
を
保
つ
目
的
で
、
奴
隷
に
よ
る
小
さ
な
イ
ス
ラ
ー
ム
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
存
在

し
て
い
た
と
い
う
、断
片
的
な
記
録
が
あ
る
」（
35
）
と
も
述
べ
て
い
る
。『
ル
ー
ツ
』

の
ク
ン
タ
・
キ
ン
テ
は
一
人
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
の
伝
統
が
、
比
較
的
保
ち
や
す
か
っ
た
の
は
、
ク
ン
タ
・
キ
ン
テ

の
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
の
よ
う
な
大
陸
で
は
な
く
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
の
沖
合
い
に
連

な
る
シ
ー
・
ア
イ
ラ
ン
ド
群
の
よ
う
に
、
白
人
社
会
か
ら
隔
絶
し
た
地
域
に
連
れ

て
来
ら
れ
た
奴
隷
た
ち
だ
っ
た
。
そ
の
一
人
に
、
サ
ペ
ロ
島
に
来
た
ビ
ー
ラ
イ
・

モ
ハ
メ
ッ
ト
が
い
る
。
モ
ハ
メ
ッ
ト
の
ひ
孫
が
、
一
九
三
〇
年
代
に
行
わ
れ
た
連

邦
作
家
救
済
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
聞
き
取
り
調
査
に
答
え
て
、「
ビ
ー
ラ
イ
は
、
一
九

人
の
自
分
の
子
供
た
ち
に
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
名
前
を
与
え
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
伝
統

を
教
え
込
ん
で
、自
分
自
身
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
保
っ
て
い
た
」（
33
）
と
語
っ

て
い
る
。
ひ
孫
の
世
代
ま
で
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
記
憶
が
あ
る
と
い
う
事
実
は
、
今
、

明
確
に
認
識
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
ア
メ
リ
カ
大
陸

へ
入
っ
て
来
た
の
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
こ
ろ
に
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
も
ま
た
ア
メ
リ

カ
へ
入
っ
て
来
て
い
た
の
だ
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
と
は
違
っ
て
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教

が
ア
メ
リ
カ
社
会
の
統
治
者
の
宗
教
で
は
な
か
っ
た
が
た
め
に
、
ま
た
人
口
的
に

も
多
く
な
か
っ
た
が
た
め
に
、
そ
の
存
在
は
沈
黙
を
強
い
ら
れ
、
や
が
て
記
憶
は
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喪
失
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

今
日
の
イ
ス
ラ
ー
ム
の
変
遷　

　

そ
れ
で
は
今
日
の
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
け
る
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
・
イ
ス
ラ
ー

ム
共
同
体
の
前
史
を
な
す
時
代
は
い
つ
ご
ろ
な
の
か
。
そ
れ
は
一
九
世
紀
後
半
の
、

パ
ン
・
ア
フ
リ
カ
ニ
ズ
ム
の
思
想
的
流
れ
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
的
経
済
的
現

状
を
逃
れ
て
、
ア
メ
リ
カ
へ
の
移
民
が
増
加
し
て
い
っ
た
二
〇
世
紀
の
転
換
期
に

か
か
わ
っ
て
い
る
。
前
述
の
イ
ス
ラ
ー
ム
研
究
者
ジ
ェ
イ
ン
・
I
・
ス
ミ
ス
著
『
ア

メ
リ
カ
の
イ
ス
ラ
ム
』（1999
）
に
よ
れ
ば
、
移
民
第
一
期
を
一
八
七
五
年
か
ら

一
九
一
二
年
に
し
て
い
る
。
そ
の
こ
ろ
、今
日
の
シ
リ
ア・ヨ
ル
ダ
ン・パ
レ
ス
チ
ナ・

レ
バ
ノ
ン
に
あ
た
る
グ
レ
イ
タ
ー
・
シ
リ
ア
の
地
方
に
住
む
人
々
が
、
オ
ス
マ
ン
・

ト
ル
コ
帝
国
の
圧
政
を
逃
れ
て
ア
メ
リ
カ
へ
移
住
し
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど
が
キ
リ

ス
ト
教
徒
だ
っ
た
が
、
そ
の
う
ち
の
ご
く
少
数
を
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
が
占
め
て
い

た
と
い
う
（
ス
ミ
ス
、
51
）。
か
れ
ら
は
ス
ン
ニ
ー
派
、
シ
ー
ア
派
、
ア
ラ
ウ
ィ
ー
派
、

ド
ゥ
ル
ー
ズ
派
だ
っ
た
が
、
ア
メ
リ
カ
社
会
で
特
に
顕
著
な
存
在
と
し
て
記
憶
は

さ
れ
て
い
な
い
。

　

次
の
波
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
だ
っ
た
が
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
、

一
九
二
四
年
に
厳
し
い
移
民
法
が
成
立
し
、
日
本
な
ど
ア
ジ
ア
か
ら
の
移
民
は
締

め
出
さ
れ
、
こ
の
法
律
は
ま
た
中
近
東
か
ら
の
移
民
も
制
限
し
た
。
そ
れ
ゆ
え

二
〇
世
紀
前
半
に
お
い
て
は
、
ご
く
短
い
期
間
に
や
っ
て
き
た
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒

が
ア
メ
リ
カ
社
会
の
な
か
へ
入
っ
て
い
っ
た
の
み
で
あ
っ
た
。

　

い
っ
ぽ
う
、
一
九
〇
〇
年
代
の
初
め
に
は
、
中
西
部
に
す
で
に
イ
ス
ラ
ー
ム
共

同
体
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
お
り
、
一
九
〇
七
年
に
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
最
初

の
ア
メ
リ
カ
・
モ
ハ
メ
ッ
ド
協
会
が
設
立
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
現
代
の
ア
メ
リ

カ
の
イ
ス
ラ
ー
ム
・
プ
レ
ゼ
ン
ス
を
考
え
る
と
き
に
、
大
き
な
存
在
と
し
て
最
初

に
認
識
さ
れ
た
の
は
、
一
九
一
三
年
、
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
ニ
ュ
ー
ア
ー
ク
に

作
ら
れ
た
、
ム
ア
リ
ッ
シ
ュ
・
サ
イ
エ
ン
ス
・
テ
ン
プ
ル
・
オ
ブ
・
ア
メ
リ
カ
で

あ
る
（
タ
ー
ナ
ー
、71-

72
）。
創
立
者
は
、テ
ィ
モ
ジ
ー・ド
ゥ
ル
ー
（1886-1929

）

で
、
ノ
ー
ブ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
・
ア
リ
と
名
乗
っ
て
い
た
。
ノ
ー
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ

州
生
ま
れ
の
ノ
ー
ブ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
・
ア
リ
は
、
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
へ
出
る
と
、

独
自
の
宗
教
を
唱
道
し
始
め
る
。
自
分
は
モ
ロ
ッ
コ
へ
旅
行
し
た
折
り
に
、モ
ロ
ッ

コ
王
か
ら
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
を
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
に
改
宗
す
る
よ
う
に

命
じ
ら
れ
た
と
説
明
し
た
。
そ
し
て
「
ム
ア
リ
ッ
シ
ュ
・
サ
イ
エ
ン
ス
・
テ
ン
プ
ル
・

オ
ブ
・
ア
メ
リ
カ
の
聖
な
る
コ
ー
ラ
ン
」
を
編
み
出
し
、
ム
ア
リ
ッ
シ
ュ
・
ア
メ

リ
カ
ン
に
配
布
し
た
が
、
そ
れ
は
イ
ス
ラ
ー
ム
の
経
典
（
コ
ー
ラ
ン
）
と
は
ま
っ

た
く
別
の
書
物
で
あ
っ
た
と
い
う
（
ス
ミ
ス
、
79
）。
そ
の
教
え
は
、
素
朴
で
「
愛・

真
実
・
平
和
・
自
由
・
正
義
」
を
原
理
と
し
て
い
た
。
お
そ
ら
く
そ
の
素
朴
さ
ゆ

え
に
、
教
育
の
な
い
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
た
ち
に
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
か
っ

た
の
だ
ろ
う
。
ノ
ー
ブ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
・
ア
リ
は
、
か
れ
ら
の
自
信
を
取
り
戻
さ

せ
る
よ
う
に
、
白
人
が
押
し
つ
け
た
名
称
を
捨
て
よ
と
説
い
た
の
だ
っ
た
。
ニ
グ

ロ
や
カ
ラ
ー
ド
と
い
う
よ
う
な
蔑
称
、
奴
隷
時
代
の
名
前
は
白
人
が
生
み
出
し
た

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
捨
て
て
誇
り
と
威
厳
を
持
つ
よ
う
に
促
し
た
。
そ
し
て

黒
人
本
来
の「
ア
ジ
ア
的
出
自
」を
記
憶
す
べ
き
で
あ
る
と
警
告
し
た
の
だ
っ
た（
ス

ミ
ス
、
79
）。

　

今
日
、
信
奉
者
を
増
や
し
て
い
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
に
共
通
す
る

特
徴
を
、
ム
ア
リ
ッ
シ
ュ
・
サ
イ
エ
ン
ス
・
テ
ン
プ
ル
・
オ
ブ
・
ア
メ
リ
カ
は
備

え
て
い
た
と
タ
ー
ナ
ー
は
述
べ
て
い
る
。
そ
の
特
徴
と
は
、
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ

リ
カ
ン
を
信
者
の
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、「
都
会
性
、
反
キ
リ
ス
ト
教
、
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マ
ル
テ
ィ
カ
ル
テ
ュ
ラ
ル
」（
72
）
で
あ
っ
た
点
で
あ
り
、
さ
ら
に
自
分
た
ち
独
自

の
「
コ
ー
ラ
ン
」
を
編
み
出
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

寺
院
の
名
称
は
さ
ま
ざ
ま
に
変
化
し
た
が
、
ノ
ー
ブ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
・
ア
リ
を

中
心
と
す
る
ム
ア
リ
ッ
シ
ュ
・
ム
ー
ヴ
メ
ン
ト
は
発
展
し
、
一
〇
年
間
に
約
三
万

人
の
信
者
を
獲
得
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
テ
ン
プ
ル
は
、
中
西
部
の
都
会

の
デ
ト
ロ
イ
ト
・
ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ
・
シ
カ
ゴ
・
ミ
ル
ウ
ォ
ー
キ
ー
な
ど
、
東
海
岸

の
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
・
ボ
ル
テ
ィ
モ
ア
な
ど
で
設
立
さ
れ
て
い
き
（
タ
ー
ナ
ー
、

92
）、一
九
二
八
年
に
は
第
一
回
ム
ア
リ
ッ
シ
ュ
全
国
大
会
が
開
催
さ
れ
て
い
る
（
ス

ミ
ス
、
79
）。

　

パ
ン
・
ア
フ
リ
カ
ニ
ズ
ム
の
政
治
性
を
帯
び
て
い
た
こ
の
組
織
は
、
ア
ラ
ブ
や

東
欧
の
イ
ス
ラ
ム
教
国
か
ら
ア
メ
リ
カ
へ
移
民
し
て
き
た
イ
ス
ー
ラ
ム
教
徒
か
ら

み
る
と
、
胡
散
臭
い
存
在
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
だ
が
後
の
、「
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
オ
ブ
・

イ
ス
ラ
ム
」
の
原
型
は
こ
こ
に
認
め
ら
れ
、
後
述
す
る
フ
ァ
ー
ド
も
イ
ラ
イ
ジ
ャ
・

ム
ハ
マ
ド
も
ム
ア
リ
ッ
シ
ュ
・
テ
ン
プ
ル
の
会
員
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

ノ
ー
ブ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
・
ア
リ
に
よ
る
、「
ア
メ
リ
カ
的
イ
ス
ラ
ー
ム
」
と
い
う
変

形
が
、
社
会
に
認
識
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

二
〇
世
紀
に
な
っ
て
初
め
て
大
き
な
組
織
に
な
っ
た
ム
ア
リ
ッ
シ
ュ
・
テ
ン
プ

ル
は
、
同
時
に
、
一
九
一
〇
年
代
か
ら
盛
ん
に
な
っ
て
き
て
い
た
マ
ー
カ
ス
・
ガ
ー

ヴ
ェ
イ
運
動
と
連
動
し
な
が
ら
、
ア
メ
リ
カ
社
会
の
黒
人
を
対
象
と
し
て
、
パ
ン
・

ア
フ
リ
カ
ニ
ズ
ム
の
思
想
を
広
め
て
い
っ
た
。
ジ
ャ
マ
イ
カ
出
身
の
マ
ー
カ
ス
・

ガ
ー
ヴ
ェ
イ
（1887-1940

）
は
、
国
外
退
去
に
な
り
、
ノ
ー
ブ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
・

ア
リ
は
、
一
九
二
九
年
に
逮
捕
・
釈
放
さ
れ
た
直
後
に
不
可
思
議
な
死
を
迎
え
る
。

そ
れ
だ
け
こ
の
寺
院
、
お
よ
び
そ
の
組
織
が
ア
メ
リ
カ
社
会
で
意
味
を
帯
び
る
よ

う
に
な
っ
て
き
た
と
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
。
統
治
者
に
と
っ
て
、
か
れ

ら
が
い
さ
さ
か
厄
介
な
存
在
に
な
っ
て
き
て
い
た
の
だ
っ
た
。

　

い
っ
ぽ
う
、
世
紀
転
換
期
に
や
っ
て
き
た
イ
ス
ラ
ー
ム
諸
国
か
ら
の
移
民
た
ち

は
、
ご
く
限
ら
れ
た
人
口
を
形
成
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
社
会

で
イ
ス
ラ
ー
ム
共
同
体
が
単
発
的
に
存
在
し
て
い
て
も
、
社
会
に
影
響
を
及
ぼ
す

こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
ま
し
て
何
ら
か
の
形
で
、
何
ら
か
の
程
度
に
お
い
て
、

ア
メ
リ
カ
社
会
を
支
配
す
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
。
あ
る
程
度
の
人
口
増

加
が
あ
っ
て
初
め
て
、
そ
の
存
在
が
明
瞭
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
、

静
か
に
、
個
人
的
に
そ
の
信
仰
を
守
っ
て
は
い
て
も
、
大
家
族
が
身
を
寄
せ
合
っ

て
暮
ら
す
の
で
は
な
く
、
数
の
上
で
少
数
で
、
地
理
空
間
的
に
も
ま
ば
ら
な
状
況

の
ア
メ
リ
カ
で
は
、
ラ
マ
ダ
ン
の
断
食
を
守
る
こ
と
さ
え
容
易
で
は
な
か
っ
た
だ

ろ
う
。
か
れ
ら
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
ア
メ
リ
カ
化
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
同
時
期
に
大
挙
し
て
移
住
し
て
き
た
ユ
ダ
ヤ
人
の
「
ユ
ダ
ヤ
・
プ
レ
ゼ

ン
ス
」
ほ
ど
、
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
・
プ
レ
ゼ
ン
ス
は
顕
著
で

は
な
か
っ
た
。

　
３　
二
人
の
イ
ス
ラ
ー
ム
組
織
創
設
者

W
・
D
・
フ
ァ
ー
ド
（1891?-1934?

）　 

二
〇
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
イ

ス
ラ
ー
ム
・
プ
レ
ゼ
ン
ス
が
明
ら
か
な
存
在
に
な
っ
て
い
く
た
め
に
は
、
カ
リ
ス

マ
的
な
人
物
を
必
要
と
し
た
。「
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
オ
ブ
・
イ
ス
ラ
ム
」
の
最
初
の
基

盤
を
築
い
た
人
物
は
、
W
・
D
・
フ
ァ
ー
ド
で
あ
る
。

　

W
・
D
・
フ
ァ
ー
ド
に
関
し
て
、
そ
の
生
没
年
が
定
か
で
な
い
よ
う
に
、
人
種

的
背
景
も
ま
た
定
か
で
は
な
い
。
フ
ァ
ー
ド
は
い
っ
た
い
白
人
だ
っ
た
の
か
、
黒

人
だ
っ
た
の
か
。
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タ
ー
ナ
ー
は
フ
ァ
ー
ド
の
次
の
よ
う
な
言
葉
を
引
用
し
て
い
る
。「
わ
た
し
は
Ｗ・

Ｄ
・
フ
ァ
ー
ド
で
、
聖
都
メ
ッ
カ
か
ら
参
り
ま
し
た
。
あ
な
た
が
た
は
、
わ
た
し

が
王
族
の
衣
を
着
て
い
る
姿
を
ま
だ
ご
覧
に
な
っ
て
い
な
い
で
し
ょ
う
」（
タ
ー

ナ
ー
、
147
）。
こ
の
よ
う
に
語
る
フ
ァ
ー
ド
は
、
自
分
の
出
自
を
イ
ス
ラ
ー
ム
の
正

統
な
る
継
承
者
で
あ
り
、
な
お
か
つ
高
貴
な
生
ま
れ
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
せ
て

い
る
。
だ
が
王
族
だ
と
は
断
言
し
な
い
で
、「
王
衣
（
ロ
イ
ヤ
ル
・
ロ
ー
ブ
）」
を

着
て
い
る
姿
と
説
明
す
る
と
こ
ろ
が
、
フ
ァ
ー
ド
の
背
景
を
ぼ
や
か
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
フ
ァ
ー
ド
が
嘘
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に

も
な
る
。
肌
の
色
が
浅
黒
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
Ｗ
・
Ｄ
・
フ
ァ
ー
ド
が
、
自
分
は

ア
ラ
ビ
ア
商
人
で
あ
る
と
名
乗
れ
ば
、
そ
れ
は
す
ぐ
に
信
じ
ら
れ
た
だ
ろ
う
。
ア

メ
リ
カ
の
よ
う
な
移
民
の
国
で
は
、
自
分
が
自
分
の
こ
と
を
説
明
し
な
い
か
ぎ
り
、

だ
れ
に
も
わ
か
ら
な
い
。
名
前
に
は
じ
ま
っ
て
、
い
く
ら
で
も
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が

生
み
出
さ
れ
る
状
況
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
今
で
も
あ
る
程
度
に
お
い
て
、

ア
メ
リ
カ
社
会
の
現
実
で
あ
る
。
フ
ァ
ー
ド
は
ア
メ
リ
カ
で
生
ま
れ
た
の
か
も
し

れ
な
い
が
、
ま
た
中
近
東
で
生
ま
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
す
ら
は
っ
き
り

し
て
い
な
い
が
、
ミ
シ
ガ
ン
州
の
デ
ト
ロ
イ
ト
の
黒
人
居
住
区
を
回
る
、
衣
料
の

セ
ー
ル
ス
マ
ン
だ
っ
た
こ
と
は
事
実
の
よ
う
で
あ
る
。

　

二
〇
世
紀
の
初
頭
の
ア
メ
リ
カ
で
は
、
ア
ラ
ブ
人
の
移
民
た
ち
が
、
セ
ー
ル
ス

マ
ン
と
し
て
各
地
を
渡
り
歩
い
て
い
た
（
タ
ー
ナ
ー
、
147
）。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
中

近
東
の
貿
易
バ
ザ
ー
ル
が
あ
り
、
そ
こ
で
仕
入
れ
て
、
ア
メ
リ
カ
各
地
を
セ
ー
ル

ス
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。
異
国
情
緒
た
っ
ぷ
り
の
色
鮮
や
か
な
衣
類
・
絹
織
物
・

刺
繍
物
・
香
料
を
売
り
な
が
ら
、
い
っ
ぽ
う
で
遠
い
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
不
思

議
な
物
語
を
す
る
と
、
貧
し
い
黒
人
た
ち
は
大
い
に
喜
ん
だ
と
い
う
（
タ
ー
ナ
ー
、

147-

149
）。「
バ
グ
ダ
ッ
ド
」
と
つ
ぶ
や
け
ば
、
そ
の
異
国
情
緒
た
っ
ぷ
り
の
名
前
に

魅
力
を
感
じ
て
、
品
物
を
つ
い
買
っ
て
し
ま
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
・
ト
リ
ビ
ュ
ー
ン
紙
（
一
九
八
二
年
一
〇
月
二
日
）
に
よ
れ
ば
「
聖
職
者
の
肩

衣
（
ス
カ
プ
ラ
リ
オ
）
や
ロ
ザ
リ
オ
、
ビ
ー
ズ
や
祈
祷
書
は
、
安
物
コ
ロ
ン
水
や

貝
殻
の
飾
り
物
の
下
に
埋
も
れ
て
し
ま
っ
て
、
見
え
な
い
く
ら
い
だ
っ
た
」（
タ
ー

ナ
ー
、
147
）
そ
う
で
あ
り
、
宗
教
関
係
の
品
々
よ
り
も
、
ア
メ
リ
カ
で
は
手
に
入

ら
な
い
、
色
と
り
ど
り
の
美
し
い
布
地
や
ス
カ
ー
フ
な
ど
が
人
気
だ
っ
た
よ
う
だ
。

か
れ
ら
は
商
人
で
あ
り
、
か
な
ら
ず
し
も
イ
ス
ラ
ー
ム
の
宗
教
を
広
め
よ
う
と
し

て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
。

　

実
は
、
Ｗ
・
Ｄ
・
フ
ァ
ー
ド
と
い
う
そ
の
名
前
さ
え
確
実
な
名
前
で
は
な
い
。
Ｗ
・

Ｄ
・
フ
ァ
ー
ド
の
他
に
、
Ｗ
・
Ｄ
・
フ
ァ
ラ
ッ
ド
、
フ
ァ
ラ
ッ
ド
・
ム
ハ
マ
ッ
ド
、

ワ
ー
リ
・
フ
ァ
ー
ド
、
ワ
ー
リ
・
フ
ァ
ー
ド
・
ム
ハ
マ
ッ
ド
な
ど
、
名
前
に
関
し

て
の
さ
ま
ざ
ま
な
憶
測
が
あ
る
。
そ
の
人
種
に
関
し
て
、
フ
ァ
ー
ド
は
い
っ
た
い

黒
人
だ
っ
た
の
か
、白
人
だ
っ
た
の
か
。
白
人
だ
っ
た
と
い
う
説
も
あ
る
。
さ
ら
に
、

フ
ァ
ー
ド
は
ア
ラ
ブ
商
人
だ
っ
た
の
か
。
そ
れ
と
も
イ
ス
ラ
ー
ム
の
伝
道
師
だ
っ

た
の
か
。
そ
れ
も
定
か
で
は
な
い
の
だ
が
、
前
述
の
タ
ー
ナ
ー
は
、
商
人
の
偽
装

を
し
て
、
実
は
宗
教
伝
道
の
た
め
に
ア
メ
リ
カ
に
来
た
と
み
な
し
て
い
る
。
そ
れ

で
も
フ
ァ
ー
ド
に
つ
い
て
回
っ
た
形
容
に
は
、「
巷
の
行
商
人
・
麻
薬
売
り
・
伝
道

師
・
予
言
者
・
囚
人
・
偽
者
・
詐
欺
師
・
社
会
改
良
家
・
ア
ッ
ラ
ー
・
ヴ
ー
ド
ゥ
ー

教
の
指
導
者
」（
タ
ー
ナ
ー
、
148
）
な
ど
が
あ
り
、
商
人
な
の
か
、
真
面
目
な
伝
道

師
な
の
か
疑
わ
し
い
。
だ
が
、
信
奉
者
か
ら
す
れ
ば
、
巷
の
噂
が
さ
さ
や
か
れ
る

ほ
ど
に
、
フ
ァ
ー
ド
の
神
秘
性
が
増
し
、
疑
念
を
抱
く
よ
り
は
、
そ
の
神
秘
性
の

な
か
に
宗
教
的
力
を
感
じ
取
っ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
の
た
め

に
神
の
言
葉
を
伝
え
に
き
た
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
が
古
代
の

失
わ
れ
た
民
族
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
い
う
エ
リ
ー
ト
性
だ
け
で
、
ア
フ
リ
カ
ン
・
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ア
メ
リ
カ
ン
は
十
分
に
説
得
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
ほ
ど
ア
メ
リ
カ
社

会
の
黒
人
へ
の
差
別
が
酷
か
っ
た
と
い
う
証
で
も
あ
る
。

　

こ
の
い
か
に
も
謎
が
多
す
ぎ
る
人
物
は
、
や
が
て
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
オ
ブ
・

イ
ス
ラ
ム
」
の
指
導
者
に
な
る
イ
ラ
イ
ジ
ャ
・
プ
ー
ル
（
ム
ハ
マ
ド
）
に
出

会
っ
た
と
き
、「
自
分
は
神
に
よ
っ
て
地
上
に
送
ら
れ
て
き
た
神
の
化
身
で
あ
る

が
、
こ
れ
は
だ
れ
に
も
言
っ
て
は
な
ら
な
い
」（
ア
メ
リ
カ
宗
教
・
政
治
百
科
事
典
、

二
〇
〇
二
）
と
打
ち
明
け
た
そ
う
で
あ
る
。
一
九
三
〇
年
七
月
四
日
、
デ
ト
ロ
イ

ト
に
姿
を
現
し
た
フ
ァ
ー
ド
は
、
自
分
は
メ
ッ
カ
か
ら
や
っ
て
き
た
者
で
、
ア
メ

リ
カ
の
黒
人
は
、
実
は
失
わ
れ
た
古
代
の
民
族
シ
ャ
バ
ズ
で
あ
り
、
そ
の
黒
人
た

ち
に
ア
ッ
ラ
ー
の
言
葉
を
伝
え
に
き
た
と
い
う
ふ
れ
こ
み
だ
っ
た
よ
う
だ
（
ス
ミ

ス
、
81
）。
そ
し
て
「
北
ア
メ
リ
カ
の
荒
野
で
失
わ
れ
発
見
さ
れ
た
ネ
イ
シ
ョ
ン
・

オ
ブ
・
イ
ス
ラ
ム
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
る
寺
院
で
集
会
を
始
め
る
よ
う
に
な
る
。

　

フ
ァ
ー
ド
は
そ
の
後
、
名
前
を
忘
れ
ら
れ
て
い
く
の
だ
が
、
い
つ
死
ん
だ
の
か

は
っ
き
り
し
て
い
な
い
。
宗
教
家
の
死
は
、
し
か
も
新
し
い
セ
ク
ト
の
創
設
者
の

死
で
あ
れ
ば
、
そ
の
事
実
を
隠
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
事
情
も
あ
る
だ
ろ
う
。
黒

人
の
優
秀
性
を
標
榜
す
る
人
種
差
別
的
な
教
え
に
よ
っ
て
、
民
衆
を
暴
力
へ
向

か
わ
せ
た
と
い
う
理
由
で
、
フ
ァ
ー
ド
は
し
ば
し
ば
逮
捕
さ
れ
た
が
、
一
九
三
三

年
五
月
四
日
に
、
遂
に
デ
ト
ロ
イ
ト
か
ら
追
放
さ
れ
る
。
そ
し
て
九
月
に
は
、
シ

カ
ゴ
で
騒
乱
罪
に
よ
り
逮
捕
さ
れ
た
が
、
そ
れ
が
最
後
の
公
式
記
録
に
な
っ
た
。

一
九
三
四
年
以
降
は
、
ま
っ
た
く
消
息
が
つ
か
め
て
い
な
い
と
、
ス
ミ
ス
は
述
べ

て
い
る
（
ス
ミ
ス
、
82
）。
だ
が
本
当
に
死
亡
し
た
の
か
、
姿
を
隠
し
た
だ
け
な
の

か
は
闇
の
中
で
あ
る
。
イ
ラ
イ
ジ
ャ
・
ム
ハ
マ
ド
の
息
子
の
ウ
ォ
レ
ス
・
ム
ハ
マ

ド
は
、
一
九
七
六
年
の
段
階
で
、
Ｗ・Ｄ・フ
ァ
ー
ド
は
ま
だ
生
存
し
て
い
る
と
語
っ

て
い
る
。「
い
つ
で
も
電
話
で
Ｗ
・
Ｄ
・
フ
ァ
ー
ド
と
話
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
言
っ

て
い
る
（
ニ
ュ
ー
ズ
ウ
ィ
ー
ク
，
一
九
七
六
年
三
月
一
五
日
号
）。
デ
ト
ロ
イ
ト
に

忽
然
と
姿
を
現
し
た
フ
ァ
ー
ド
は
、
ま
た
忽
然
と
姿
を
消
し
た
の
だ
っ
た
。

　

フ
ァ
ー
ド
の
神
秘
性
と
、
ウ
ォ
レ
ス
・
ム
ハ
マ
ド
が
強
調
す
る
よ
う
な
時
空
を

越
え
た
隠
れ
た
偏
在
性
が
、
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
た
ち
の
関
心
を
さ
ら
に

強
め
た
の
だ
ろ
う
。
新
し
い
宗
教
セ
ク
ト
は
、
世
俗
を
離
れ
、
人
間
の
力
を
超
え

た
神
秘
性
・
超
人
性
を
伴
っ
て
は
じ
め
て
人
々
の
心
を
動
か
す
の
で
あ
る
。

イ
ラ
イ
ジ
ャ
・
ム
ハ
マ
ド
（1897-1975

） 　

フ
ァ
ー
ド
が
創
立
し
た
「
テ
ン
プ

ル
・
オ
ブ
・
イ
ス
ラ
ム
」
は
、
や
が
て
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
オ
ブ
・
イ
ス
ラ
ム
」
の

「
テ
ン
プ
ルN

o.1

」
に
な
っ
て
い
く
。
そ
し
て
フ
ァ
ー
ド
の
第
一
の
弟
子
で
あ
り
、

フ
ァ
ー
ド
か
ら
名
前
を
イ
ス
ラ
ー
ム
風
に
改
名
す
る
よ
う
に
勧
め
ら
れ
た
の
が
、

イ
ラ
イ
ジ
ャ
・
ム
ハ
マ
ド
で
あ
っ
た
。
イ
ラ
イ
ジ
ャ
は
フ
ァ
ー
ド
の
勧
め
に
従
い
、

イ
ラ
イ
ジ
ャ
・
プ
ー
ル
か
ら
イ
ラ
イ
ジ
ャ
・
ム
ハ
マ
ド
に
改
名
し
て
、
二
年
後
の

三
二
年
に
、
シ
カ
ゴ
に
「
テ
ン
プ
ルN

o.2

」
を
創
設
す
る
。

　

Ｗ
・
Ｄ
・
フ
ァ
ー
ド
の
信
奉
者
に
な
っ
た
イ
ラ
イ
ジ
ャ
・
ム
ハ
マ
ド
は
、
バ
プ
テ
ィ

ス
ト
派
の
巡
回
説
教
師
の
息
子
だ
っ
た
。
マ
ル
コ
ム
X
の
父
親
が
そ
う
で
あ
っ
た

よ
う
に
、
イ
ラ
イ
ジ
ャ・ム
ハ
マ
ド
の
父
親
も
、
一
九
一
〇
年
代・二
〇
年
代
の
「
ア

メ
リ
カ
の
黒
人
」
に
、「
ア
フ
リ
カ
へ
帰
ろ
う
」
と
呼
び
か
け
て
、
多
く
の
賛
同
者

を
集
め
た
マ
ー
カ
ス
・
ガ
ー
ヴ
ェ
イ
の
運
動
に
関
わ
っ
て
い
た
。
パ
ン
・
ア
フ
リ

カ
ニ
ズ
ム
を
唱
え
た
ガ
ー
ヴ
ェ
イ
は
、
ハ
ー
レ
ム
を
中
心
に
し
て
黒
人
へ
の
影
響

を
強
く
し
て
い
っ
た
が
、
そ
の
人
心
を
つ
か
ん
で
い
く
ガ
ー
ヴ
ェ
イ
の
魅
力
・
魔

力
に
当
局
は
恐
怖
を
感
じ
る
よ
う
に
な
り
、
郵
便
法
違
反
と
い
う
、
い
わ
ば
別
件

逮
捕
で
ガ
ー
ヴ
ェ
イ
を
収
監
し
、
後
に
は
、
出
身
地
の
ジ
ャ
マ
イ
カ
へ
強
制
送
還

す
る
こ
と
に
な
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
と
り
わ
け
黒
人
運
動
と
当
局
と
の
緊
張
関
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係
は
微
妙
だ
っ
た
。
過
去
の
奴
隷
制
度
の
歴
史
、そ
し
て
奴
隷
解
放
後
に
具
体
化
し
、

激
し
く
な
っ
て
い
く
「
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
」
差
別
法
（
ジ
ム
・
ク
ロ
ウ
法
）
を
潜

ま
せ
て
い
る
ア
メ
リ
カ
社
会
で
は
、
白
人
と
黒
人
の
対
立
が
、
た
だ
肌
の
色
の
違

い
と
い
う
人
種
的
な
問
題
だ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

フ
ァ
ー
ド
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、「
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
オ
ブ
・
イ
ス
ラ
ム
」
の
存

続
に
お
い
て
も
、
当
局
と
の
「
協
調
」
と
い
う
の
は
大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
に
違

い
な
い
。
後
に
、
マ
ル
コ
ム
X
が
、
イ
ラ
イ
ジ
ャ
・
ム
ハ
マ
ド
に
よ
り
「
ネ
イ
シ
ョ

ン
・
オ
ブ
・
イ
ス
ラ
ム
」
を
破
門
さ
れ
る
の
も
、
ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領
の
暗
殺
に
関

す
る
マ
ル
コ
ム
X
の
政
治
的
発
言
が
原
因
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る

が
、
組
織
と
政
治
的
活
動
の
平
衡
状
態
追
求
と
と
も
に
、
組
織
の
指
導
者
と
し
て
、

お
そ
ら
く
微
妙
に
当
局
と
「
協
調
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
な
の
だ
ろ
う
。

か
つ
て
一
九
世
紀
の
前
半
に
、
ア
メ
リ
カ
植
民
協
会
が
設
立
さ
れ
、
解
放
奴
隷
を

ア
フ
リ
カ
大
陸
へ
帰
還
さ
せ
る
活
動
が
盛
ん
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
差
別
さ
れ

る
ア
メ
リ
カ
社
会
に
暮
ら
し
続
け
る
よ
り
も
、
生
ま
れ
故
郷
の
ア
フ
リ
カ
大
陸
へ

戻
っ
た
ほ
う
が
し
あ
わ
せ
で
あ
ろ
う
、と
い
う
単
純
そ
し
て
無
謀
な
発
想
で
始
ま
っ

た
こ
の
活
動
は
、
あ
る
程
度
の
実
質
的
成
功
を
収
め
る
。
そ
れ
に
関
し
て
は
、
ス

ト
ウ
夫
人
の
『
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
』
で
も
語
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
協
会
が
、

「
ア
フ
リ
カ
帰
還
」
を
望
む
黒
人
の
手
だ
け
で
発
展
す
る
は
ず
は
な
か
っ
た
。
統
治

者
で
あ
る
白
人
の
背
後
の
力
が
な
け
れ
ば
、
創
立
は
お
ろ
か
存
続
も
成
功
も
お
ぼ

つ
か
な
い
。
ア
メ
リ
カ
社
会
と
い
う
白
人
社
会
の
な
か
に
発
生
す
る
活
動
が
、
何

ら
か
の
形
で
、
当
局
と
関
わ
ら
な
い
は
ず
は
な
い
。
当
局
と
「
協
調
」
し
な
い
は

ず
は
な
い
の
で
あ
る
。

グ
レ
イ
ト
・
マ
イ
グ
レ
ー
シ
ョ
ン
（
大
移
動
）　 

こ
こ
で
い
さ
さ
か
本
論
か
ら
外
れ

る
か
も
し
れ
な
い
が
、「
グ
レ
イ
ト
・
マ
イ
グ
レ
ー
シ
ョ
ン
（
大
移
動
）」
に
つ
い

て
触
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
二
〇
世
紀
前
半
の
ア
メ
リ
カ
社
会
の
黒
人
を
論

じ
る
と
き
に
、
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
時
期
、
黒
人
の
間
に

大
き
な
地
理
的
移
動
が
発
生
し
た
こ
と
で
あ
る
。
一
九
一
六
年
頃
に
始
ま
る
と
さ

れ
る
「
グ
レ
イ
ト
・
マ
イ
グ
レ
ー
シ
ョ
ン
（
大
移
動
）」
は
、
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お

け
る
白
人
と
黒
人
の
緊
張
関
係
に
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
第
一
次
世
界
大
戦
の
勃

発
に
よ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
白
人
移
民
労
働
者
の
確
保
が
難
し
く
な
り
、
ま

た
北
部
に
お
け
る
工
業
の
発
展
に
よ
り
、
労
働
者
を
必
要
と
し
た
北
部
資
本
家
た

ち
は
、
南
部
に
リ
ク
ル
ー
ト
に
出
か
け
、
貧
困
に
あ
え
ぐ
黒
人
を
北
部
の
大
都
会

へ
と
誘
っ
て
い
っ
た
。
シ
カ
ゴ
・
デ
ト
ロ
イ
ト
・
ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ
・
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
な
ど
の
黒
人
人
口
が
急
激
に
増
加
し
た
の
は
、
こ
の
時
期
だ
っ
た
。

　

ア
メ
リ
カ
と
い
う
差
別
社
会
で
、
都
会
と
白
人
の
環
境
に
晒
さ
れ
る
黒
人
た
ち

が
、
精
神
の
安
定
を
新
し
い
宗
教
に
求
め
る
の
は
自
然
の
成
り
行
き
だ
っ
た
。
こ

の
時
期
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
は
、
フ
ァ
ー
ザ
ー
・
デ
ィ
ヴ
ァ
イ
ン
（1877-1965

）

と
称
し
た
黒
人
の
キ
リ
ス
ト
教
宗
教
家
が
、
多
く
の
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ

ン
の
支
持
を
得
る
よ
う
に
な
っ
た
。
既
成
の
黒
人
教
会
か
ら
は
逸
脱
し
、
同
派
は

フ
ァ
ー
ザ
ー
・
デ
ィ
ヴ
ァ
イ
ン
を
神
の
化
身
と
し
て
あ
が
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ

た
。

　

こ
の
よ
う
な
新
し
い
宗
教
セ
ク
ト
が
人
気
を
得
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
こ
れ

ま
で
の
キ
リ
ス
ト
教
会
で
は
、
か
れ
ら
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
心
を
つ
か

め
な
く
な
っ
て
い
た
と
い
う
証
で
あ
り
、
そ
こ
に
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
オ
ブ
・
イ
ス

ラ
ム
」
の
発
生
し
て
く
る
土
壌
が
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
北
部
へ
の
大
移
住

に
よ
っ
て
、
黒
人
と
白
人
の
関
わ
り
が
よ
り
密
度
を
増
し
、
そ
れ
と
と
も
に
、
相

互
の
緊
張
関
係
が
日
常
的
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
奴
隷
解
放
令
が
発
布
さ
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れ
て
半
世
紀
以
上
た
っ
た
こ
の
時
代
に
、
よ
う
や
く
奴
隷
解
放
令
の
意
味
と
結
果

が
、
ア
メ
リ
カ
社
会
を
左
右
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
緊
張

か
ら
、
多
く
の
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
が
宗
教
組
織
に
慰
安
を
求
め
、
組
織

を
通
し
て
共
同
体
へ
の
帰
属
感
を
求
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ど
う
し
よ
う
も
な
い
差
別
に
苦
し
む
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
に
と
っ
て
、

支
配
階
級
の
白
人
の
宗
教
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
が
、
自
分
た
ち
の
心
を
満
足
さ
せ

る
は
ず
も
な
か
っ
た
。
い
つ
で
も
頂
点
に
白
人
を
戴
く
キ
リ
ス
ト
教
会
で
は
、
奴

隷
で
は
な
く
な
っ
て
も
、
や
は
り
従
属
す
る
存
在
に
押
し
込
め
ら
れ
る
自
分
た
ち

の
境
遇
に
、
不
満
を
持
た
な
い
は
ず
は
な
い
。
さ
ら
に
、
神
は
白
人
で
し
か
あ
り

え
な
い
と
教
え
込
ま
れ
て
い
た
な
か
で
、
W
・
C
・
フ
ァ
ー
ド
の
よ
う
に
、
黒
人

が
神
の
化
身
に
な
り
う
る
こ
と
を
知
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
発
想
は
、
奴

隷
時
代
の
黒
人
に
は
も
ち
ろ
ん
、一
九
世
紀
後
半
か
ら
の
差
別
法
に
縛
ら
れ
た
「
ア

メ
リ
カ
の
黒
人
」
に
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

「
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
オ
ブ
・
イ
ス
ラ
ム
」
の
神
学　
イ
ラ
イ
ジ
ャ
・
ム
ハ
マ
ド
が
焦
点

を
当
て
操
作
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
黒
人
が
抱
く
白
人
の
宗
教
へ
の

不
満
で
あ
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
の
神
も
、
そ
の
子
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
も
白
人
で

あ
る
こ
と
へ
の
苛
立
ち
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
イ
ラ
イ
ジ
ャ
・
ム
ハ
マ
ド
が
強
調
し

た
の
は
、
黒
人
を
含
み
入
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
黒
人
を
中
心
に
置
く
宗
教
を
「
考

案
」
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。「
す
べ
て
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
は
ア
ッ
ラ
ー
で
あ
る
」

と
述
べ
、「
最
高
の
ア
ッ
ラ
ー
が
最
高
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
自
身
の
名
前
を
持
っ
て

い
る
。
そ
れ
は
フ
ァ
ー
ド
・
ム
ハ
マ
ド
で
あ
る
」（
ム
ハ
マ
ド
、
56
）
と
述
べ
て
い

る
イ
ラ
イ
ジ
ャ・ム
ハ
マ
ド
は
、W・C・フ
ァ
ー
ド
の
誕
生
日
、二
月
二
六
日
を
「
救

世
主
の
日
」
と
し
て
祝
日
に
し
た
の
で
あ
る
。

　

ア
ッ
ラ
ー
の
神
を
抱
く
こ
と
に
お
い
て
は
、
ア
ラ
ビ
ア
半
島
に
生
ま
れ
た
イ
ス

ラ
ー
ム
教
と
そ
の
基
盤
を
同
じ
く
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
ア
メ
リ
カ
の「
ネ
イ
シ
ョ

ン
・
オ
ブ
・
イ
ス
ラ
ム
」
が
、
き
わ
だ
っ
て
異
質
で
あ
っ
た
の
は
、
白
人
に
対
す

る
考
え
か
た
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
お
い
て
「
ネ
イ
シ
ョ
ン・オ
ブ・イ
ス
ラ
ム
」
は
、

き
わ
め
て
ア
メ
リ
カ
的
な
現
象
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
奴
隷
制
度
の
歴
史

を
経
て
、
な
お
そ
れ
を
社
会
の
問
題
と
し
て
抱
え
て
い
る
ア
メ
リ
カ
社
会
に
誕
生

し
た
宗
教
組
織
で
あ
っ
た
。

　
「
ネ
イ
シ
ョ
ン・オ
ブ・イ
ス
ラ
ム
」
の
神
学
教
義
に
よ
れ
ば
、
黒
人
は
、「
六
〇
兆

年
前
に
、
地
球
に
現
れ
た
最
初
の
人
間
」
で
あ
り
、「
す
べ
て
の
人
間
は
シ
ャ
バ
ズ

族
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
リ
ー
、
28
）。
こ
の
部

族
は
長
年
の
間
、
平
和
に
暮
ら
し
て
い
た
。
だ
が
、
六
千
六
百
年
前
に
誕
生
し
た

ヤ
ー
ク
ブ
（Yakub

）
と
い
う
男
が
、
宇
宙
の
原
理
を
発
見
し
た
。
そ
の
原
理
と

は
、「
同
じ
で
な
い
も
の
は
引
き
つ
け
あ
い
、
似
通
っ
た
も
の
は
反
発
し
あ
う
」
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
ヤ
ー
ク
ブ
は
社
会
生
活
の
場
面
に
当
て
は
め
て
考
え

た
。
そ
し
て
人
々
に
対
し
て
絶
対
権
力
を
握
る
に
は
、「
同
じ
で
な
い
人
間
」
を
創

造
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
つ
く
の
で
あ
る
。
こ
の
思
想
を
メ
ッ
カ
の
町
で

広
め
よ
う
と
し
た
た
め
に
、
ヤ
ー
ク
ブ
と
そ
の
追
随
者
は
メ
ッ
カ
か
ら
追
放
さ
れ

て
し
ま
う
（
リ
ー
、
28
）。
そ
の
よ
う
に
イ
ラ
イ
ジ
ャ
・
ム
ハ
マ
ド
は
、『
ア
メ
リ

カ
の
黒
人
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
』
で
述
べ
て
い
る
。
そ
こ
で
腹
い
せ
に
ヤ
ー
ク
ブ
は
、

部
族
の
人
々
を
奴
隷
に
し
て
し
ま
え
、
と
企
む
。
ヤ
ー
ク
ブ
は
、
劣
性
遺
伝
子
を

か
け
合
わ
せ
な
が
ら
、
劣
性
遺
伝
の
白
人
種
を
生
み
出
す
こ
と
に
成
功
す
る
。
か

く
し
て
、
優
秀
な
黒
人
種
に
呪
い
と
試
練
を
与
え
る
た
め
に
、
白
人
は
創
造
さ
れ

た
の
だ
っ
た
。
肌
の
色
が
白
い
の
は
ま
さ
し
く
劣
性
の
証
で
あ
り
、
ゆ
え
に
か
れ

ら
は
悪
魔
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
オ
ブ
・
イ
ス
ラ
ム
」
の
神
学
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に
な
っ
て
い
っ
た
（
ス
ミ
ス
、
83
）。
本
来
は
、
平
等
主
義
・
普
遍
的
な
愛
が
イ
ス

ラ
ー
ム
の
根
本
思
想
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、「
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
オ
ブ
・

イ
ス
ラ
ム
」
組
織
が
、
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
関
心
を
呼
ん
だ
理
由
の
一

つ
は
、
白
人
は
劣
性
遺
伝
で
悪
魔
で
あ
る
と
い
う
神
学
的
根
拠
が
あ
っ
た
か
ら
だ

ろ
う
。
ア
メ
リ
カ
の
差
別
社
会
で
人
間
性
を
無
視
さ
れ
た
生
活
を
し
て
い
る
黒
人

に
と
っ
て
、
白
人
の
ほ
う
が
劣
性
で
あ
り
、
黒
人
の
ほ
う
が
優
秀
で
あ
る
と
い
う
、

こ
れ
ま
で
想
像
も
し
な
か
っ
た
発
想
の
転
換
に
驚
愕
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
し

て
、
精
神
的
自
己
を
取
り
戻
す
き
っ
か
け
に
な
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
白
人
が
弱
く
、

道
徳
的
に
も
劣
性
で
、
逆
に
黒
人
が
強
く
、
精
神
的
に
も
優
秀
で
あ
る
と
い
う
教

え
は
い
か
に
極
端
に
響
こ
う
と
も
、
二
〇
世
紀
の
黒
人
に
と
っ
て
自
己
を
確
認
す

る
た
め
に
、
ア
メ
リ
カ
社
会
で
の
存
在
証
明
を
確
実
に
す
る
た
め
に
、
必
要
な
第

一
歩
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

イ
ラ
イ
ジ
ャ
・
ム
ハ
マ
ド
が
作
り
出
し
た
、「
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
オ
ブ
・
イ
ス
ラ
ム
」

の
教
え
で
重
要
な
の
は
、
そ
の
生
活
原
理
で
あ
る
。「
倹
約
・
勤
勉
・
貯
蓄
」
と
い

う
三
点
を
イ
ラ
イ
ジ
ャ
・
ム
ハ
マ
ド
は
強
調
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
や
は
り
ア
メ

リ
カ
社
会
で
成
功
し
た
宗
教
団
体
、「
末
日
聖
徒
イ
エ
ス
キ
リ
ス
ト
教
会
」
の
生
活

原
理
と
一
致
す
る
。
新
興
宗
教
団
体
の
存
続
は
、
ま
ず
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て

も
、
経
済
的
基
盤
の
確
保
に
か
か
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
信
仰
心
と
か
ら
め
て
説
い

て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
次
は
、
生
活
改
善
で
あ
る
。
健
康
で
な
け
れ
ば
健
全
な

社
会
生
活
は
営
め
な
い
。食
生
活
の
改
善
を
目
的
と
す
る
戒
律
が
決
め
ら
れ
て
い
っ

た
。
酒
・
タ
バ
コ
・
コ
ー
ヒ
ー
の
よ
う
な
刺
激
物
・
嗜
好
品
は
、
健
康
維
持
の
た

め
に
は
不
必
要
で
あ
る
し
、
ま
た
余
分
な
出
費
を
避
け
る
た
め
に
も
タ
ブ
ー
と
さ

れ
た
。
そ
の
他
、
豚
肉
・
と
う
も
ろ
こ
し
パ
ン
・
チ
ト
リ
ン
・
サ
サ
ゲ
豆
な
ど
が

禁
忌
と
さ
れ
た
の
は
、
こ
れ
ら
が
す
べ
て
南
部
を
代
表
す
る
食
べ
物
で
あ
り
、
す

な
わ
ち
奴
隷
時
代
の
名
残
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

　

豚
肉
に
関
し
て
は
、「
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
オ
ブ
・
イ
ス
ラ
ム
」
に
限
ら
ず
、
イ
ス
ラ
ー

ム
の
教
え
で
禁
忌
に
な
っ
て
い
る
が
、「
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
オ
ブ
・
イ
ス
ラ
ム
」
の
場

合
は
、
宗
教
的
の
み
な
ら
ず
政
治
的
要
素
が
入
り
こ
ん
で
く
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の

特
質
が
あ
る
だ
ろ
う
。
南
部
の
食
べ
物
が
奴
隷
制
度
と
関
連
し
て
記
憶
さ
れ
、
そ

れ
は
白
人
の
支
配
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
こ
と
へ
つ
な
が
っ
て
い
く
。
食
事
に
関
す

る
戒
律
の
み
を
取
り
上
げ
て
も
、「
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
オ
ブ
・
イ
ス
ラ
ム
」
は
、
奴
隷

制
度
お
よ
び
支
配
す
る
白
人
社
会
と
い
う
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
と
密
接
に
関
わ
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
が
、特
殊
化
す
る
必
然
が
あ
っ

た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

イ
ラ
イ
ジ
ャ
・
ム
ハ
マ
ド
は
、「
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
オ
ブ
・
イ
ス
ラ
ム
」
の
宗
教

的
関
心
を
高
め
る
た
め
に
、
大
き
な
予
言
を
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
一
九
六
五
年

あ
る
い
は
六
六
年
に
、
白
人
支
配
は
終
焉
を
迎
え
る
と
い
う
予
言
で
あ
る
。
そ
し

て
そ
の
前
兆
と
し
て
、「
ア
メ
リ
カ
・
ド
ル
の
下
落
」、「
核
戦
争
の
脅
威
」、「
カ

ン
ザ
ス
州
と
テ
キ
サ
ス
州
の
旱
魃
」
を
挙
げ
て
い
る
（
リ
ー
、
34
）。
予
言
を
し
た

六
〇
年
代
前
半
は
、
ア
メ
リ
カ
社
会
が
揺
れ
て
い
る
時
代
だ
っ
た
。
ア
フ
リ
カ
ン
・

ア
メ
リ
カ
ン
に
関
し
て
は
公
民
権
法
を
巡
る
政
治
運
動
が
活
発
に
な
っ
た
時
代
で

あ
り
、
六
〇
年
代
の
半
ば
頃
に
は
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
の
悪
化
が
全
国
的
に
認
識

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
後
半
に
な
る
と
、
反
体
制
の
勢
力
が
目
立
っ
て

発
言
を
す
る
よ
う
に
な
り
、
ア
メ
リ
カ
の
体
制
側
は
、
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
社
会
は
、

五
〇
年
代
の
自
信
を
喪
失
し
、
不
安
定
な
時
代
に
入
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
直
前
に
、

イ
ラ
イ
ジ
ャ
・
ム
ハ
マ
ド
は
、
白
人
支
配
の
終
焉
を
予
言
し
た
の
で
あ
る
。
貧
し

く
抑
圧
さ
れ
て
い
る
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
が
心
を
動
か
さ
な
い
こ
と
は
な

い
。
夢
で
あ
っ
て
も
い
い
か
ら
、
か
れ
ら
は
白
人
に
支
配
さ
れ
な
い
社
会
を
感
じ
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取
り
た
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
イ
ラ
イ
ジ
ャ
・
ム
ハ
マ
ド
の
予
言
が
現
実
に
な
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
信
者
が
減
少
し
な
か
っ
た
の
は
、
公
民
権
運
動
が
成
功

し
た
た
め
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
は
、
公
民
権
法
に
よ
っ

て
選
挙
権
を
確
実
に
し
、
未
来
へ
向
け
て
の
希
望
を
託
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
戦
闘
的
な
ブ
ラ
ッ
ク
・
パ
ワ
ー
が
登
場
し
て
き
て
お
り
、
六
六
年
に

は
組
織
化
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
時
代
は
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
け
る
黒
人
の
声

が
、
歴
史
上
、
例
を
見
な
い
ほ
ど
大
き
く
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

イ
ラ
イ
ジ
ャ
・
ム
ハ
マ
ド
の
一
番
弟
子
で
あ
り
、
一
時
期
は
そ
の
後
継
者
と
見

な
さ
れ
た
マ
ル
コ
ム
X
が
、
一
九
六
五
年
に
暗
殺
さ
れ
る
。
イ
ラ
イ
ジ
ャ
・
ム
ハ

マ
ド
は
、
そ
の
後
、
一
〇
年
生
き
長
ら
え
て
、「
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
オ
ブ
・
イ
ス
ラ
ム
」

の
指
導
者
の
位
置
を
保
持
し
続
け
た
。
一
九
七
〇
年
代
に
な
る
と
、
そ
の
戦
闘
的

な
姿
勢
は
、
ア
メ
リ
カ
社
会
の
変
容
と
と
も
に
、
少
し
ず
つ
調
子
を
落
と
し
て
い
く
。

と
は
い
え
、「
白
人
は
悪
魔
だ
！
」
と
い
う
考
え
と
、「
ア
メ
リ
カ
の
崩
壊
」
や
白

人
支
配
の
終
焉
へ
の
考
え
を
修
正
し
た
の
で
は
な
く
、
基
本
的
に
は
、
黒
人
社
会

の
到
来
を
信
じ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
も
現
実
的
に
は
、
白
人
と
実
戦

を
構
え
る
よ
り
も
、
ア
メ
リ
カ
社
会
で
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
オ
ブ
・
イ
ス
ラ
ム
」
が

存
続
す
る
こ
と
を
ま
ず
第
一
に
考
え
て
い
っ
た
。

　

何
万
人
の
信
者
を
抱
え
る
組
織
の
指
導
者
と
し
て
、
イ
ラ
イ
ジ
ャ
・
ム
ハ
マ
ド

の
信
念
と
行
動
が
、
ど
こ
ま
で
一
致
し
て
い
た
か
、
そ
し
て
ど
の
程
度
の
乖
離
が

あ
っ
た
の
か
。
正
確
な
と
こ
ろ
は
わ
か
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
、マ
ル
コ
ム
X
の
「
ネ

イ
シ
ョ
ン
・
オ
ブ
・
イ
ス
ラ
ム
」
か
ら
の
離
反
の
理
由
の
一
つ
に
、
道
徳
を
説
く

指
導
者
の
不
道
徳
な
男
女
関
係
の
事
実
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
宗
教
組
織
の
指
導
者

の
教
え
と
行
動
は
、
か
な
ら
ず
し
も
一
致
し
な
い
。
イ
ラ
イ
ジ
ャ
・
ム
ハ
マ
ド
は
、

一
九
六
三
年
、
ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領
が
暗
殺
さ
れ
た
と
き
、
宗
教
組
織
か
ら
政
治
性

を
排
除
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
、
マ
ル
コ
ム
X
に
ケ
ネ
デ
ィ
暗
殺
に
関
す
る
コ

メ
ン
ト
の
発
表
を
禁
じ
た
の
だ
っ
た
。
だ
が
、
そ
の
真
意
は
何
だ
っ
た
の
か
。
本

当
に
そ
う
信
じ
て
い
た
か
ら
な
の
か
。
そ
れ
と
も
政
治
に
関
与
し
な
い
姿
勢
を
社

会
に
、統
治
者
に
見
せ
る
と
い
う
身
振
り
を
し
た
だ
け
だ
っ
た
の
か
。
イ
ラ
イ
ジ
ャ・

ム
ハ
マ
ド
自
身
が
、
当
時
の
当
局
者
と
政
治
的
に
関
係
を
結
ん
だ
こ
と
は
な
か
っ

た
の
か
。
そ
れ
は
あ
り
え
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。
社
会
的
に
大
き
な
影
響
力
を
持
つ

組
織
の
指
導
者
で
あ
れ
ば
、
何
ら
か
の
形
で
、
当
局
と
か
か
わ
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

　

一
九
七
五
年
一
月
に
イ
ラ
イ
ジ
ャ
・
ム
ハ
マ
ド
の
体
調
が
悪
化
し
、
シ
カ
ゴ
の

病
院
に
入
院
す
る
。
マ
ー
サ
・
F
・
リ
ー
の
『
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
オ
ブ
・
イ
ス
ラ
ム
』

に
よ
れ
ば
、
全
米
の
市
当
局
者
が
、
さ
ま
ざ
ま
に
イ
ラ
イ
ジ
ャ
・
ム
ハ
マ
ド
の
功

績
を
た
た
え
よ
う
と
し
た
（
リ
ー
、
55
）。
シ
カ
ゴ
市
長
の
リ
チ
ャ
ー
ド・デ
イ
リ
ー

は
、「
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
オ
ブ
・
イ
ス
ラ
ム
」
の
「
救
世
主
の
日
」
で
あ
る
二
月
二
六

日
を
、
シ
カ
ゴ
全
市
に
お
い
て
、「
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
オ
ブ
・
イ
ス
ラ
ム
の
日
」
と
指

定
し
た
。
蛇
足
な
が
ら
、
二
月
二
六
日
は
フ
ァ
ー
ド
の
誕
生
日
と
さ
れ
て
い
る
が
、

も
ち
ろ
ん
真
偽
の
ほ
ど
は
定
か
で
は
な
い
。
そ
の
他
の
市
長
た
ち
、オ
ー
ク
ラ
ン
ド・

バ
ー
ク
レ
ー
・
ロ
ス
ア
ン
ジ
ェ
ル
ス
・
ゲ
ア
リ
ー
・
ニ
ュ
ー
ア
ー
ク
・
ア
ト
ラ
ン
タ
が
、

同
様
に
イ
ラ
イ
ジ
ャ
・
ム
ハ
マ
ド
の
功
績
を
認
知
し
、
賞
賛
し
て
い
る
。

　
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
オ
ブ
・
イ
ス
ラ
ム
」
の
本
部
が
あ
る
シ
カ
ゴ
の
新
聞
、
シ
カ
ゴ
・

デ
ィ
フ
ェ
ン
ダ
ー
紙
は
、
次
の
よ
う
な
論
評
を
載
せ
て
い
る
。

「
ム
ス
リ
ム
の
教
え
を
通
し
て
、
何
千
と
い
う
人
々
が
、
犯
罪
・
麻
薬
中
毒
・
堕
落

し
た
暮
ら
し
か
ら
救
済
さ
れ
た
。
ム
ス
リ
ム
の
宗
教
教
義
（
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
）
を

全
面
的
に
諒
解
す
る
の
で
は
な
い
が
、
自
己
発
展
の
原
理
を
こ
れ
ま
で
に
な
い
ほ

ど
引
き
上
げ
た
こ
と
は
認
め
ね
ば
な
る
ま
い
」（
リ
ー
、
56
）。
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イ
ラ
イ
ジ
ャ・ム
ハ
マ
ド
を
わ
ざ
わ
ざ
認
識
し
、な
お
か
つ
「
ネ
イ
シ
ョ
ン・オ
ブ・

イ
ス
ラ
ム
」
の
祝
日
を
も
っ
て
、
一
九
七
五
年
の
そ
の
日
を
特
別
な
「
イ
ス
ラ
ー

ム
の
日
」
と
認
定
し
た
そ
の
裏
に
、
イ
ラ
イ
ジ
ャ
・
ム
ハ
マ
ド
お
よ
び
「
ネ
イ
シ
ョ

ン
・
オ
ブ
・
イ
ス
ラ
ム
」
と
白
人
支
配
者
層
と
の
協
調
体
制
が
読
み
取
れ
る
の
で

は
な
い
か
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
ム
ス
リ
ム
の
「
宗
教
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
を
認
め

て
い
な
い
白
人
市
長
の
デ
イ
リ
ー
が
、
ブ
ラ
ッ
ク
・
ム
ス
リ
ム
の
祝
日
を
「
ネ
イ

シ
ョ
ン
・
オ
ブ
・
イ
ス
ラ
ム
の
日
」
に
す
る
な
ど
と
い
う
政
治
的
身
振
り
は
思
い

つ
か
な
い
だ
ろ
う
。
白
人
支
配
社
会
の
当
局
者
た
ち
と
イ
ラ
イ
ジ
ャ
・
ム
ハ
マ
ド
が
、

ど
の
よ
う
な
「
協
調
」
関
係
を
結
ん
で
い
た
の
か
は
不
明
だ
が
、
デ
イ
リ
ー
市
長

の
こ
の
よ
う
な
特
別
措
置
に
、
イ
ラ
イ
ジ
ャ
・
ム
ハ
マ
ド
と
の
特
殊
な
関
係
は
容

易
に
推
測
で
き
る
。

　

イ
ラ
イ
ジ
ャ
・
ム
ハ
マ
ド
は
、「
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
オ
ブ
・
イ
ス
ラ
ム
の
日
」
の
前

夜
、病
院
で
息
を
引
き
取
る
。
デ
イ
リ
ー
市
長
の
政
治
的
措
置
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

イ
ラ
イ
ジ
ャ
・
ム
ハ
マ
ド
と
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
オ
ブ
・
イ
ス
ラ
ム
」
組
織
は
、
す

で
に
重
要
な
位
置
を
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
い
て
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
イ

ス
ラ
ー
ム
発
生
の
地
で
あ
る
中
東
の
イ
ス
ラ
ー
ム
か
ら
、
い
か
に
遠
く
離
れ
て
い

よ
う
と
も
、「
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
オ
ブ
・
イ
ス
ラ
ム
」
は
ア
メ
リ
カ
的
イ
ス
ラ
ー
ム
・

プ
レ
ゼ
ン
ス
と
し
て
、
も
は
や
無
視
で
き
な
い
存
在
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
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一 

は
じ
め
に
：
ジ
ャ
ワ
の
イ
ス
ラ
ー
ム

　

現
在
二
億
人
を
超
え
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
人
口
の
お
よ
そ
四
割
を
占
め
る
最
大

多
数
の
民
族
が
ジ
ャ
ワ
人
で
あ
る
。
人
口
の
九
割
近
く
が
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
と
さ

れ
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
い
て
、
ジ
ャ
ワ
人
も
ま
た
そ
の
大
部
分
が
イ
ス
ラ
ー
ム

教
徒
で
あ
る
こ
と
を
自
認
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
お
よ
び
仏
教
を

受
容
し
て
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
ジ
ャ
ワ
文
化
が
栄
え
た
古
代
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
到
来
と

受
容
が
進
ん
だ
中
世
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
植
民
地
支
配
を
受
け
た
近
世
と
い
う
よ
う
に
、

外
部
世
界
か
ら
の
波
状
的
な
影
響
を
歴
史
的
に
受
け
た
ジ
ャ
ワ
社
会
は
、
イ
ス

ラ
ー
ム
と
い
う
視
点
だ
け
で
は
理
解
が
及
ば
な
い
複
雑
な
宗
教
的
様
相
を
示
し
て

い
る
。¹
こ
の
よ
う
な
ジ
ャ
ワ
社
会
の
宗
教
的
諸
問
題
を
考
察
す
る
上
で
必
ず
参

照
さ
れ
る
研
究
の
一
つ
が
、
文
化
人
類
学
者
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
・
ギ
ア
ツ
に
よ
っ
て

一
九
六
〇
年
に
出
版
さ
れ
た
『
ジ
ャ
ワ
の
宗
教
』(G

eertz 1960)

で
あ
る
。

　

こ
の
本
は
、
ギ
ア
ツ
が
一
九
五
三
年
か
ら
五
四
年
に
か
け
て
東
ジ
ャ
ワ
の
地
方

都
市
パ
レ
（
著
書
の
中
で
は
モ
ジ
ョ
ク
ト
と
い
う
仮
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
）
で
お

こ
な
っ
た
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ワ
ー
ク
の
成
果
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
の
研
究
で
示
さ

れ
た
分
析
の
構
図
に
対
し
て
は
後
で
簡
潔
に
述
べ
る
よ
う
に
い
く
つ
か
の
批
判
が

投
げ
か
け
ら
れ
て
は
い
る
が
、
複
雑
な
ジ
ャ
ワ
社
会
を
明
快
に
分
析
し
て
見
せ
た

そ
の
方
法
論
ゆ
え
に
、
後
の
研
究
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。The Religion 

of Java

と
い
う
原
題
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
著
書
の
中
で
ジ
ャ
ワ
の
宗
教

はthe religion

と
い
う
定
冠
詞
で
限
定
さ
れ
た
単
数
形
で
表
さ
れ
て
お
り
、
ジ
ャ

ワ
人
が
信
仰
す
る
宗
教
と
し
て
単
一
の
信
仰
体
系
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
ギ
ア

ツ
が
提
示
し
た
図
式
に
よ
れ
ば
、
ジ
ャ
ワ
社
会
で
営
ま
れ
る
宗
教
は
、
表
面
的
に

は
イ
ス
ラ
ー
ム
に
包
摂
さ
れ
る
一
つ
の
宗
教
で
あ
る
が
、
儀
礼
、
信
条
、
価
値
観
、

職
業
階
層
な
ど
の
差
異
を
基
準
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ジ
ャ
ワ
の
社
会
集
団
の

中
の
変
異
型(variant)

と
し
て
の
三
つ
の
下
位
集
団
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
核
が
代
表
す
る
文
化
的
理
念
型
を
、
ジ
ャ
ワ
語
の
呼
称
を
借

り
て
、
ア
バ
ン
ガ
ン
、
サ
ン
ト
リ
、
プ
リ
ヤ
イ
と
呼
ん
だ
。²

　

ア
バ
ン
ガ
ン
と
は
ジ
ャ
ワ
語
で
「
赤
」
を
意
味
す
る
ア
バ
ン(abang)

の
派
生

語
で
あ
り
、
本
来
は
、
赤
茶
色
が
基
調
色
と
な
る
バ
テ
ィ
ッ
ク
（
ジ
ャ
ワ
更
紗
）

の
伝
統
的
衣
装
を
着
用
す
る
人
た
ち
を
示
す
。
ア
バ
ン
ガ
ン
的
宗
教
伝
統
と
は
、

ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
要
素
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
仏
教
的
要
素
、
イ
ス
ラ
ー
ム
的
要
素
が
混

淆
し
た
、
ジ
ャ
ワ
の
も
っ
と
も
基
層
的
な
民
衆
の
伝
統
で
あ
り
、
一
般
に
農
民

層
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
ジ
ャ
ワ
社
会
で
広
く
見
ら
れ
る
共
食
儀
礼
ス
ラ
マ
タ
ン

(selam
atan)

は
ア
バ
ン
ガ
ン
に
関
す
る
記
述
の
中
で
言
及
さ
れ
て
い
る
。
第
二
の

サ
ン
ト
リ(santri)

は
、
も
と
も
と
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
「
文
献
」
を
意
味
す
る

シ
ャ
ー
ス
ト
ラ(śāstra)

に
由
来
す
る
ジ
ャ
ワ
語
で
あ
り
、
宗
教
文
献
を
学
ぶ
学
生
、

と
く
に
プ
サ
ン
ト
レ
ン
（pesantren

イ
ス
ラ
ー
ム
寄
宿
塾
）
で
師
に
つ
い
て
イ

南
海
の
女
王
ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル 　
　

 ̶
̶
 

一
九
世
紀
ジ
ャ
ワ
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
を
め
ぐ
る
文
化
的
表
象
の
せ
め
ぎ
合
い

青
山 
亨
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ス
ラ
ー
ム
を
学
ぶ
学
生
を
示
す
。
し
た
が
っ
て
サ
ン
ト
リ
的
宗
教
伝
統
と
は
イ
ス

ラ
ー
ム
的
伝
統
で
あ
り
、
一
般
に
商
人
層
と
結
び
つ
く
と
さ
れ
る
。
第
三
の
プ
リ

ヤ
イ(priyai)

は
イ
ス
ラ
ー
ム
化
し
た
中
世
ジ
ャ
ワ
の
宮
廷
で
王
に
仕
え
る
高
級

官
僚
を
も
と
も
と
意
味
し
て
い
た
が
、
オ
ラ
ン
ダ
植
民
地
支
配
に
よ
っ
て
宮
廷
か

ら
実
権
が
奪
わ
れ
る
過
程
で
、
オ
ラ
ン
ダ
植
民
地
政
府
の
た
め
に
働
く
官
僚
、
役

人
、
教
師
な
ど
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
。
プ
リ
ヤ
イ
の
文
化
類
型
の
中
に
は
イ
ン

ド
的
古
代
王
朝
か
ら
伝
承
さ
れ
た
神
秘
主
義
的
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
三
つ

の
伝
統
的
文
化
類
型
は
、
互
い
に
重
複
す
る
部
分
が
あ
る
も
の
の
、
基
本
的
に
農
民
、

商
人
、
官
僚
と
い
う
三
つ
の
社
会
集
団
に
対
応
し
て
い
る
と
す
る
。
以
上
が
、
ギ

ア
ツ
に
よ
る
ジ
ャ
ワ
社
会
の
三
つ
の
文
化
類
型
の
骨
子
で
あ
る
。

　
『
ジ
ャ
ワ
の
宗
教
』
に
対
し
て
投
げ
か
け
ら
れ
た
批
判
の
す
べ
て
を
こ
こ
で
詳
し

く
検
討
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
た
だ
本
稿
の
議
論
に
関
わ
り
が
あ
る
代
表
的
な
も

の
を
二
つ
だ
け
あ
げ
て
お
き
た
い
。³
第
一
の
批
判
は
、
ギ
ア
ツ
が
設
定
し
た
三

つ
の
類
型
の
ほ
か
に
庶
民
階
層
で
あ
る
ウ
ォ
ン
・
チ
リ
ク(w

ong cilik)

を
新
た
な

類
型
と
し
て
設
定
し
、
プ
リ
ヤ
イ
と
対
置
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る(Bachtiar 

1973)

。
こ
の
見
方
に
よ
れ
ば
、
ジ
ャ
ワ
社
会
の
構
成
員
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
信
仰
の

軽
重
を
基
準
と
す
る
ア
バ
ン
ガ
ン̶
̶

サ
ン
ト
リ
の
軸
と
、
宮
廷
を
頂
点
と
し
た

上
下
関
係
の
中
で
の
立
場
を
基
準
と
す
る
プ
リ
ヤ
イ̶

̶

ウ
ォ
ン
・
ク
チ
ル
の
軸

の
二
つ
を
組
み
合
わ
せ
た
座
標
空
間
の
ど
こ
か
に
位
置
す
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら

に
、
こ
の
場
合
、
プ
リ
ヤ
イ
に
も
ウ
ォ
ン
・
ク
チ
ル
に
も
ア
バ
ン
ガ
ン
で
あ
る
グ

ル
ー
プ
が
存
在
す
る
が
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
共
通
す
る
信
仰
と
し
て
ジ
ャ
ワ
特
有

の
信
仰
体
系
で
あ
る
イ
ル
ム
・
ク
ジ
ャ
ウ
ェ
ン(ilm

u kejaw
en)

を
想
定
す
べ
き

と
す
る
。
イ
ル
ム(ilm

u)

は
「
知
の
体
系
、
学
問
」、jaw

a

の
派
生
語kejaw

en

は
「
ジ
ャ
ワ
的
精
神
主
義
」
の
意
で
、
全
体
で
「
ジ
ャ
ワ
哲
学
」、「
ジ
ャ
ワ
主
義
」

を
意
味
す
る
。
イ
ル
ム
・
ク
ジ
ャ
ウ
ェ
ン
の
中
に
は
ギ
ア
ツ
が
ア
バ
ン
ガ
ン
の
項

で
記
述
し
た
ス
ラ
マ
タ
ン
や
プ
リ
ヤ
イ
の
項
で
記
述
し
た
神
秘
主
義
が
含
ま
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
イ
ル
ム
・
ク
ジ
ャ
ウ
ェ
ン
は
正
統
的
な
イ
ス
ラ
ー
ム
を
基
礎
と
す

る
サ
ン
ト
リ
と
は
区
別
さ
れ
る
一
方
、
そ
の
起
源
に
ア
ニ
ミ
ズ
ム
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

教
、
仏
教
の
影
響
を
認
め
る
点
で
は
ア
バ
ン
ガ
ン
と
親
近
性
を
も
つ
価
値
体
系
で

あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
第
二
の
批
判
は
、
東
南
ア
ジ
ア
の
イ
ス
ラ
ー
ム
を
対
象

と
し
た
近
年
の
研
究
の
高
ま
り
を
受
け
た
も
の
で
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

的
、
仏
教
的
な
要
素
と
し
て
ア
バ
ン
ガ
ン
類
型
に
押
し
込
め
ら
れ
た
要
素
の
中
に

も
イ
ス
ラ
ー
ム
的
要
素
と
し
て
認
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
が
あ
る
と
い
う
主
張
で
あ

る(H
efner 1997)

。
こ
の
立
場
に
よ
れ
ば
、
共
食
儀
礼
や
神
秘
主
義
も
広
く
イ
ス

ラ
ー
ム
社
会
で
知
ら
れ
て
い
る
要
素
で
あ
る
か
ら
、
イ
ル
ム
・
ク
ジ
ャ
ウ
ェ
ン
も

ま
た
広
い
意
味
で
の
イ
ス
ラ
ー
ム
の
一
部
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

現
実
の
ジ
ャ
ワ
社
会
に
お
い
て
イ
ル
ム
・
ク
ジ
ャ
ウ
ェ
ン
と
イ
ス
ラ
ー
ム
と
が
常

に
相
互
に
排
他
的
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
が
、
お
お
む
ね
第
一
の
批
判
が
ジ
ャ
ワ

文
化
の
固
有
性
を
強
調
す
る
立
場
で
あ
る
の
に
対
し
て
、第
二
の
批
判
は
イ
ス
ラ
ー

ム
の
普
遍
性
を
強
調
す
る
立
場
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

イ
ル
ム
・
ク
ジ
ャ
ウ
ェ
ン
に
対
す
る
こ
の
二
つ
の
見
解
を
比
較
し
た
と
き
、
筆

者
は
、
ジ
ャ
ワ
社
会
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
の
重
要
性
を
認
め
つ
つ
も
、
す
べ
て

を
イ
ス
ラ
ー
ム
の
中
の
変
異
型
と
し
て
イ
ス
ラ
ー
ム
の
中
に
取
り
込
ん
で
し
ま
お

う
と
す
る
後
者
の
見
解
に
は
い
さ
さ
か
性
急
す
ぎ
る
と
い
う
印
象
を
持
つ
。
な
ぜ

な
ら
、
神
秘
主
義
、
精
霊
と
の
交
流
、
共
食
儀
礼
な
ど
が
ジ
ャ
ワ
以
外
の
イ
ス
ラ
ー

ム
社
会
に
も
広
く
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
自
体
は
、
こ
れ
ら
の
文
化
的
要
素
が
イ

ス
ラ
ー
ム
に
よ
っ
て
持
ち
込
ま
れ
た
こ
と
を
必
ず
し
も
意
味
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

む
し
ろ
、
イ
ス
ラ
ー
ム
伝
来
以
前
に
あ
っ
た
長
い
イ
ン
ド
的
王
朝
の
支
配
の
歴
史
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を
見
る
と
き
、
こ
れ
ら
の
要
素
が
イ
ス
ラ
ー
ム
以
前
に
す
で
に
ジ
ャ
ワ
社
会
に
存

在
し
て
お
り
、
後
か
ら
伝
来
し
た
イ
ス
ラ
ー
ム
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
要
素
を
容
認

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ジ
ャ
ワ
社
会
へ
の
受
け
入
れ
を
図
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
非
イ
ス
ラ
ー
ム
的
要
素
の
存
在
は
イ
ス
ラ
ー
ム
の
異

文
化
に
対
す
る
寛
容
性
の
証
し
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、
ギ
ア
ツ
が

『
ジ
ャ
ワ
の
宗
教
』
で
提
起
し
た
基
本
的
な
構
図
は
、
第
一
の
批
判
に
よ
っ
て
修
正

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
在
で
も
十
分
に
有
効
性
を
保
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ

う
。

　

現
在
の
ジ
ャ
ワ
人
の
大
多
数
は
サ
ン
ト
リ
で
あ
れ
ア
バ
ン
ガ
ン
で
あ
れ
イ
ス

ラ
ー
ム
を
信
奉
す
る
と
自
認
し
て
い
る
。⁴
実
際
、
ギ
ア
ツ
が
調
査
し
た
時
代
と

比
べ
て
現
代
で
は
ジ
ャ
ワ
社
会
の
イ
ス
ラ
ー
ム
化
は
さ
ら
に
進
ん
で
お
り
、
ア
バ

ン
ガ
ン
の
サ
ン
ト
リ
化
が
進
展
し
た
。⁵
し
か
し
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
自
ら
を
イ

ス
ラ
ー
ム
の
信
奉
者
と
規
定
し
つ
つ
、
な
お
か
つ
イ
ル
ム
・
ク
ジ
ャ
ウ
ェ
ン
的
実

践
を
続
け
て
い
る
多
く
の
ジ
ャ
ワ
人
が
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

現
実
を
前
に
し
て
、多
様
な
イ
ス
ラ
ー
ム
の
あ
り
方
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
ジ
ャ

ワ
社
会
の
ム
ス
リ
ム
母
集
団
を
よ
り
広
く
捉
え
る
こ
と
は
大
切
で
あ
る
。
し
か
し
、

同
時
に
ま
た
、
ジ
ャ
ワ
社
会
の
中
に
ど
の
よ
う
な
非
イ
ス
ラ
ー
ム
的
起
源
の
要
素

が
あ
る
の
か
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
要
素
が
現
在
の
ジ
ャ
ワ
人
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒

に
も
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
か
も
ま
た
探
求
し
て
い
く
こ
と
が
望

ま
れ
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
た
め
の
具
体
的
な
手
順
の
一
つ
と
し
て
、
ジ
ャ
ワ
社

会
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
的
表
象
と
非
イ
ス
ラ
ー
ム
的
表
象
と
の
間
の
交
渉
の
過

程
を
、
主
と
し
て
一
九
世
紀
の
文
献
を
読
み
解
く
こ
と
に
よ
っ
て
歴
史
的
に
遡
っ

て
考
察
し
て
み
た
い
。

二　
ジ
ャ
ワ
の
イ
ス
ラ
ー
ム
化
の
特
徴

　

歴
史
的
に
見
た
場
合
、
ジ
ャ
ワ
の
イ
ス
ラ
ー
ム
化
の
重
要
な
特
徴
と
し
て
あ
げ

る
べ
き
こ
と
の
一
つ
は
、
世
界
史
的
に
見
て
も
イ
ス
ラ
ー
ム
化
が
遅
れ
た
東
南
ア

ジ
ア
島
嶼
部
の
中
で
も
イ
ス
ラ
ー
ム
の
定
着
が
さ
ら
に
遅
れ
た
地
域
だ
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
の
創
始
は
七
世
紀
で
あ
る
が
、
東
南
ア
ジ
ア
の
土
着
王

権
の
イ
ス
ラ
ー
ム
改
宗
が
始
ま
っ
た
の
は
マ
ル
コ
・
ポ
ー
ロ
の
記
録
が
示
す
よ
う

に
よ
う
や
く
一
三
世
紀
末
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
元
朝
の
宮
廷
か

ら
海
路
を
経
て
帰
国
の
途
中
、
ス
マ
ト
ラ
島
北
部
の
サ
ム
ド
ゥ
ラ
・
パ
サ
イ
に

立
ち
寄
り
、
こ
の
地
の
王
が
イ
ス
ラ
ー
ム
に
改
宗
し
て
間
も
な
い
こ
と
を
記
録
し

て
い
る
。
し
か
し
、
東
南
ア
ジ
ア
へ
の
イ
ス
ラ
ー
ム
の
本
格
的
な
普
及
が
始
ま
っ

た
の
は
、
ベ
ン
ガ
ル
湾
、
南
シ
ナ
海
、
ジ
ャ
ワ
海
を
結
ぶ
海
洋
交
易
網
の
重
要
拠

点
と
な
っ
た
マ
レ
ー
半
島
西
岸
の
マ
ラ
ッ
カ
王
国
の
王
が
一
五
世
紀
に
イ
ス
ラ
ー

ム
に
入
信
し
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ジ
ャ
ワ
島
に
関
し
て
は
、
よ
う

や
く
一
六
世
紀
に
ム
ス
リ
ム
首
長
た
ち
が
島
の
大
部
分
を
支
配
す
る
よ
う
に
な
り
、

一
七
世
紀
に
マ
タ
ラ
ム
王
朝
の
ス
ル
タ
ン
・
ア
グ
ン(Sultan Agung)

に
よ
る
イ

ス
ラ
ー
ム
暦
に
基
づ
く
ジ
ャ
ワ
暦
の
採
用
に
よ
っ
て
イ
ス
ラ
ー
ム
は
制
度
的
に
確

立
し
た
の
で
あ
る
。
ジ
ャ
ワ
の
イ
ス
ラ
ー
ム
化
の
遅
れ
は
、
マ
レ
ー
人
の
マ
ラ
ッ

カ
宮
廷
と
ジ
ャ
ワ
人
の
マ
タ
ラ
ム
宮
廷
と
の
間
に
イ
ス
ラ
ー
ム
に
対
す
る
認
識
の

大
き
な
違
い
を
生
ん
で
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、二
つ
の
宮
廷
の
年
代
記
が
イ
ス
ラ
ー

ム
と
の
初
め
て
の
接
触
を
ど
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
か
に
よ
く
表
れ
て
い
る
。

　
マ
レ
ー
社
会
の
イ
ス
ラ
ー
ム
改
宗
の
描
写
は
、
外
か
ら
訪
れ
た
未
知
の
異
人
に
よ
る

宣
教
と
現
地
首
長
の
劇
的
改
宗
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。⁶
一
七

世
紀
に
現
在
の
形
に
完
成
し
た
と
さ
れ
る
マ
レ
ー
語
の
『
マ
レ
ー
年
代
記
』
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(Sejarah M
elayu)

は
、
マ
ラ
ッ
カ
王
国
の
正
統
性
を
確
立
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
書
か
れ
て
お
り
、
マ
ラ
ッ
カ
王
が
イ
ス
ラ
ー
ム
に
入
信
す
る
劇
的
な
場
面
が

一
つ
の
山
場
と
な
っ
て
い
る
。
マ
ラ
ッ
カ
王
国
が
イ
ス
ラ
ー
ム
に
改
宗
し
た
の
は

歴
史
的
に
は
一
五
世
紀
の
前
半
の
こ
と
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
年
代
記
の
中

で
描
か
れ
る
イ
ス
ラ
ー
ム
お
よ
び
そ
れ
を
受
容
す
る
マ
ラ
ッ
カ
の
マ
レ
ー
人
の
表

象
は
、
一
五
世
紀
当
時
の
状
況
を
そ
の
ま
ま
反
映
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
キ
リ

ス
ト
教
徒
で
あ
る
ポ
ル
ト
ガ
ル
と
の
抗
争
を
経
験
し
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
定
着
を
見

た
一
七
世
紀
の
マ
レ
ー
世
界
の
イ
ス
ラ
ー
ム
観
を
反
映
し
て
い
る
。
言
い
換
え
れ

ば
、
年
代
記
に
は
マ
レ
ー
社
会
に
と
っ
て
の
理
念
的
な
イ
ス
ラ
ー
ム
の
姿
が
描
か

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
入
信
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
マ
ラ
ッ
カ
に
王
国
が
創
建
さ
れ
て
か
ら

三
代
目
の
王
ラ
ジ
ャ
・
ト
ゥ
ン
ガ(Raja Tengah)
の
治
世
の
出
来
事
と
し
て
描

か
れ
て
い
る(W

instedt 1938: 83-84)

。

さ
て
、
あ
る
夜
、
王
は
夢
を
見
て
、
我
ら
が
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
を
は
っ
き
り

と
目
の
当
た
り
に
し
た
。
神
の
使
徒
﹇
ム
ハ
ン
マ
ド
﹈
は
ラ
ジ
ャ
・
ト
ゥ
ン
ガ

に
告
げ
た
。「『
ア
ッ
ラ
ー
の
他
に
神
は
無
く
、
ム
ハ
ン
マ
ド
は
そ
の
使
徒
な
り
』

と
言
え
。」
王
は
神
の
使
徒
の
言
葉
に
従
っ
て
繰
り
返
し
た
。
そ
こ
で
、
神
の
使

徒
は
王
に
告
げ
た
。「
お
ま
え
の
名
前
は
ム
ハ
ン
マ
ド
じ
ゃ
。
明
日
、
午
後
の
礼

拝
の
時
刻
に
な
っ
て
、
ジ
ュ
ッ
ダ
﹇
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
の
ジ
ェ
ッ
ダ
﹈
か
ら
一

艘
の
船
が
や
っ
て
こ
よ
う
。
そ
の
船
か
ら
一
人
の
男
が
マ
ラ
ッ
カ
の
海
岸
に
上

陸
し
よ
う
。
そ
の
男
の
言
う
こ
と
に
は
何
で
も
従
う
の
じ
ゃ
。」
王
が
「
か
し
こ

ま
り
ま
し
た
」
と
答
え
る
と
神
の
使
徒
は
王
の
目
の
前
か
ら
消
え
た
。

夜
が
明
け
て
ラ
ジ
ャ
・
ト
ゥ
ン
ガ
が
愕
然
と
し
て
目
覚
め
る
と
、
自
分
に
割
礼

が
施
さ
れ
て
い
る
の
が
目
に
入
り
、
口
か
ら
は
「
ア
ッ
ラ
ー
の
他
に
神
は
無
く
、

ム
ハ
ン
マ
ド
は
そ
の
使
徒
な
り
」
と
い
う
言
葉
が
途
切
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

宮
中
の
侍
女
た
ち
は
み
な
王
が
こ
の
よ
う
に
口
走
っ
て
い
る
の
を
聞
い
て
驚
い

た
。
王
の
家
臣
た
ち
は
「
い
っ
た
い
我
ら
が
王
は
悪
魔
に
取
り
付
か
れ
て
し
ま

わ
れ
た
か
、
そ
れ
と
も
気
が
狂
わ
れ
た
か
。
こ
れ
は
た
だ
ち
に
宰
相
に
お
知
ら

せ
せ
ね
ば
」
と
言
っ
た
。
そ
こ
で
侍
女
達
は
宰
相
の
と
こ
ろ
へ
出
か
け
て
こ
の

こ
と
を
知
ら
せ
た
。
宰
相
が
や
っ
て
き
て
、
宮
中
に
入
っ
て
王
に
ま
み
え
る
と
、

王
は
相
変
わ
ら
ず
「
ア
ッ
ラ
ー
の
他
に
神
は
無
く
、
ム
ハ
ン
マ
ド
は
そ
の
使
徒

な
り
」
と
唱
え
続
け
て
い
た
。

宰
相
は
王
に
「
陛
下
が
口
に
さ
れ
て
い
る
言
葉
は
何
語
で
ご
ざ
い
ま
す
か
」
と

尋
ね
た
。
王
は
答
え
て
「
昨
夜
、
わ
し
は
夢
を
見
て
、
預
言
者
﹇
ム
ハ
ン
マ
ド
﹈

を
目
の
当
た
り
に
し
た
。」
と
言
っ
た
。
そ
し
て
宰
相
に
自
分
が
見
た
夢
を
す
べ

て
語
っ
て
聞
か
せ
た
。
そ
こ
で
宰
相
が
言
っ
た
。「
陛
下
の
夢
が
真
実
か
ど
う
か

証
す
る
も
の
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。」
す
る
と
王
は
「
わ
し
が
割
礼
さ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
が
わ
し
が
神
の
使
徒
を
夢
に
見
た
こ
と
の
紛
れ
も
な

い
証
だ
。
そ
し
て
、
神
の
使
徒
は
わ
し
に
対
し
て
『
き
ょ
う
午
後
の
礼
拝
の
時

刻
に
ジ
ュ
ッ
ダ
か
ら
一
艘
の
船
が
着
い
て
そ
の
船
か
ら
一
人
の
男
が
上
陸
し
こ

の
マ
ラ
ッ
カ
の
海
岸
で
礼
拝
を
す
る
。
そ
の
男
の
言
う
と
お
り
に
す
る
の
じ
ゃ
』

と
言
っ
た
。」
そ
こ
で
宰
相
は
「
も
し
午
後
の
礼
拝
の
時
刻
に
船
が
や
っ
て
来

ま
し
た
ら
陛
下
の
夢
は
本
当
で
し
ょ
う
ぞ
。
も
し
船
が
こ
な
け
れ
ば
、
間
違
い

な
く
悪
魔
が
陛
下
を
苦
し
め
て
い
る
の
で
す
。」
王
は
「
お
ま
え
の
言
う
こ
と
は

も
っ
と
も
で
あ
る
」
と
答
え
た
。
そ
こ
で
宰
相
は
自
分
の
屋
敷
へ
と
戻
っ
た
。
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そ
の
後
、『
マ
レ
ー
年
代
記
』
に
よ
る
と
、
そ
の
日
の
午
後
、
礼
拝
の
時
刻
に
な
る

と
、
夢
の
お
告
げ
通
り
に
ジ
ュ
ッ
ダ
か
ら
船
が
到
着
し
、
そ
の
船
か
ら
サ
イ
イ
ド
・

ア
ブ
ド
ゥ
ル
・
ア
ズ
ィ
ズ
と
い
う
名
の
マ
ク
ド
ゥ
ム(m

akdhum

イ
ス
ラ
ー
ム

に
精
通
し
た
人
物)
が
上
陸
し
、
海
岸
で
礼
拝
を
始
め
た
。
集
ま
っ
た
民
衆
は
彼

が
礼
拝
す
る
様
子
を
見
て
奇
異
な
行
動
と
不
思
議
が
る
。
そ
の
騒
ぎ
に
船
の
到
着

を
知
っ
た
王
は
海
岸
ま
で
出
向
き
、
男
を
宮
廷
へ
招
き
入
れ
、
彼
の
言
葉
に
従
う
。

王
が
入
信
す
る
と
、
宰
相
を
始
め
と
す
る
宮
廷
の
家
臣
た
ち
は
直
ち
に
そ
れ
に
続

き
、
国
中
の
臣
民
が
上
下
の
区
別
な
く
王
の
命
令
で
イ
ス
ラ
ー
ム
に
入
信
す
る
。

　

こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
マ
レ
ー
人
が
自
ら
の
イ
ス
ラ
ー
ム
化
を
ど
の
よ
う
に
認

識
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
多
く
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
イ
ス
ラ
ー
ム
を

マ
ラ
ッ
カ
に
も
た
ら
し
た
人
物
の
出
身
地
で
あ
る
ジ
ュ
ッ
ダ
が
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ

ア
西
部
沿
岸
に
位
置
し
、聖
地
メ
ッ
カ
に
近
い
重
要
な
港
市
で
あ
る
。
そ
の
ジ
ュ
ッ

ダ
か
ら
や
っ
て
き
た
船
か
ら
降
り
立
っ
た
男
は
宗
教
に
精
通
す
る
者
マ
ク
ド
ゥ
ム

と
呼
ば
れ
、
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
の
末
裔
で
あ
る
こ
と
を
示
す
サ
イ
イ
ド(Saiyid)

の
称
号
を
持
つ
。
歴
史
的
に
は
マ
ル
コ
・
ポ
ー
ロ
の
記
録
が
示
す
よ
う
に
ス
マ
ト

ラ
島
の
サ
ム
ド
ゥ
ラ
・
パ
サ
イ
が
先
に
イ
ス
ラ
ー
ム
化
し
て
い
る
の
だ
が
、
年
代

記
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
マ
ラ
ッ
カ
へ
の
イ
ス
ラ
ー
ム
の
伝
来
が
イ
ス
ラ
ー
ム
の
中

枢
で
あ
る
メ
ッ
カ
か
ら
直
接
的
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
っ
と
も
正
統
な
イ
ス
ラ
ー
ム

で
あ
っ
た
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
、こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
興
味
深
い
の
は
、

イ
ス
ラ
ー
ム
の
正
統
性
の
根
拠
付
け
に
な
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
イ
ス
ラ
ー

ム
と
い
う
外
部
の
文
明
が
マ
レ
ー
世
界
に
も
た
ら
し
た
衝
撃
の
大
き
さ
、イ
ス
ラ
ー

ム
の
異
質
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。
王
は
夢
の
中
で
預
言
者
ム
ハ
ン
マ

ド
を
見
る
が
、
そ
の
と
き
王
は
預
言
者
に
対
し
て
ま
っ
た
く
自
ら
の
身
体
の
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
を
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
彼
は
、
ム
ハ
ン
マ
ド
か
ら
言
え
と
言
わ

れ
た
言
葉
を
口
に
す
る
よ
う
に
強
制
さ
れ
た
ば
か
り
か
、
自
ら
の
同
意
も
な
く
割

礼
を
施
さ
れ
て
し
ま
う
。
割
礼
は
イ
ス
ラ
ー
ム
社
会
で
は
信
仰
の
証
と
し
て
慣
習

的
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
が
、
王
が
ム
ハ
ン
マ
ド
か
ら
言
う
よ
う
に
と
言
わ
れ
た

言
葉
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
信
仰
告
白
で
あ
り
、
こ
れ
を
行
う
こ
と
は
イ
ス
ラ
ー
ム

に
入
信
す
る
に
あ
た
っ
て
の
前
提
条
件
と
さ
れ
る
。
こ
の
信
仰
告
白
は
ア
ラ
ビ
ア

語
で
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
年
代
記
の
テ
キ
ス
ト
で
も
ア
ラ
ビ
ア
語
で
書
か
れ

て
い
る
が
、
侍
女
た
ち
の
反
応
や
宰
相
の
質
問
か
ら
、
マ
レ
ー
人
た
ち
に
と
っ
て

ま
っ
た
く
意
味
不
明
の
言
葉
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
王
は

ム
ハ
ン
マ
ド
か
ら
言
う
よ
う
に
言
わ
れ
た
言
葉
を
、
そ
の
意
味
を
解
す
る
こ
と
も

な
く
唱
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
海
岸
で
の
礼
拝
の
様
子
を
見
た
民
衆
は
、

「
こ
の
男
は
い
っ
た
い
ど
う
し
て
立
っ
た
り
座
っ
た
り
し
て
い
る
の
だ
。」
と
述
べ

て
お
り
、
男
が
行
っ
て
い
る
こ
と
が
イ
ス
ラ
ー
ム
の
礼
拝
で
あ
る
こ
と
を
ま
っ
た

く
認
識
し
て
い
な
い
。⁷

　

ア
ラ
ビ
ア
語
の
信
仰
告
白
を
口
に
出
し
続
け
る
王
を
見
た
人
々
は
、
彼
に
悪
魔

が
取
り
付
い
た
の
か
、
そ
れ
と
も
狂
っ
た
の
か
と
、
理
解
不
能
の
出
来
事
に
対
す

る
畏
怖
の
念
を
抱
い
て
お
り
、
王
自
身
も
、
宮
廷
で
も
っ
と
も
見
識
が
あ
る
と
見

な
さ
れ
て
い
た
と
推
測
で
き
る
宰
相
で
さ
え
も
、王
に
起
こ
っ
た
現
象
を
イ
ス
ラ
ー

ム
と
結
び
つ
け
て
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

テ
キ
ス
ト
の
中
で
は
、
王
は
、
夢
の
中
で
「
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
」
を
見
た
と
語
っ

て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
判
断
は
、『
マ
レ
ー
年
代
記
』
を
書
き
記
し
た
後
代
の

マ
レ
ー
人
に
よ
る
判
断
で
あ
っ
て
、
こ
の
時
点
の
王
に
と
っ
て
は
不
可
能
な
判
断

で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
王
自
身
に
と
っ
て
は
夢
の
中
で
会
っ
た
人
物

は
ま
っ
た
く
正
体
不
明
の
人
物
で
あ
り
、
王
は
そ
の
正
体
不
明
な
人
物
か
ら
意
味
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不
明
な
言
葉
を
発
す
る
よ
う
に
強
制
さ
れ
た
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ

う
に
、『
マ
レ
ー
年
代
記
』
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
入
信
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
当
時

の
マ
レ
ー
世
界
に
と
っ
て
イ
ス
ラ
ー
ム
は
第
一
義
的
に
了
解
不
能
な
異
質
の
存
在

で
あ
り
、
そ
れ
は
現
地
の
王
の
身
体
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
も
奪
う
よ
う
な
圧
倒
的

な
威
力
を
も
っ
た
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

こ
の
イ
ス
ラ
ー
ム
の
際
立
っ
た
位
置
づ
け
を
さ
ら
に
際
立
た
せ
て
い
る
の
が
、
イ

ス
ラ
ー
ム
に
対
抗
す
る
マ
レ
ー
土
着
の
文
化
表
象
の
記
述
が
ま
っ
た
く
欠
如
し
て

い
る
事
実
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
ジ
ャ
ワ
語
の
文
献
で
は
、
ジ
ャ
ワ
社
会
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー

ム
伝
道
の
言
説
に
お
い
て
、
イ
ス
ラ
ー
ム
へ
の
改
宗
が
よ
り
漸
進
的
な
も
の
と
し

て
描
か
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
イ
ス
ラ
ー
ム
と
拮
抗
す
る
ジ
ャ
ワ
土
着
の
文

化
表
象
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
イ
ス
ラ
ー
ム
時
代
の
ジ
ャ
ワ

の
代
表
的
な
王
朝
年
代
記
で
あ
る
『
ジ
ャ
ワ
年
代
記
』(Babad Tanah Jaw

i)

を

見
て
み
た
い
。
こ
の
年
代
記
は
ス
ラ
カ
ル
タ
宮
廷
の
パ
ク・ブ
ウ
ォ
ノ
四
世
（Paku 

Buw
ono

一
七
八
八
〜
一
八
二
〇
年
）
の
時
に
作
成
が
開
始
さ
れ
、
パ
ク
・
ブ

ウ
ォ
ノ
七
世
在
世
中
（
一
八
三
〇
〜
一
八
五
八
年
）
に
現
在
の
形
が
完
成
し
た
と

さ
れ
る
。
こ
の
時
期
の
ス
ラ
カ
ル
タ
宮
廷
は
文
芸
活
動
が
栄
え
、
ロ
ン
ゴ
ワ
ル
シ

ト
（Ronggow

arsito

一
八
〇
二
〜
一
八
七
三
年
）
を
始
め
と
す
る
プ
ジ
ャ
ン
ガ

(pujangga)

と
呼
ば
れ
る
宮
廷
詩
人
が
活
躍
し
て
い
た
。『
ジ
ャ
ワ
年
代
記
』
も
本

来
は
韻
文
で
あ
り
、
ま
た
多
く
の
異
本
が
存
在
す
る
。⁸

　
『
ジ
ャ
ワ
年
代
記
』
は
、
ジ
ャ
ワ
社
会
の
イ
ス
ラ
ー
ム
へ
の
改
宗
に
つ
い
て
チ
ャ

ン
パ
国
王
の
改
宗
か
ら
説
き
起
こ
し
て
い
る(Ras 1987: 18)

。

そ
の
頃
、
チ
ャ
ン
パ
国
の
王
の
も
と
に
ブ
ラ
ヒ
ム
・
ア
ス
マ
ラ(Brahim

 

A
sm
ara)

と
い
う
名
の
マ
ク
ド
ゥ
ム
が
客
人
と
し
て
海
を
渡
っ
て
訪
ね
て
き
た
。

彼
は
王
に
イ
ス
ラ
ー
ム
に
入
信
す
る
よ
う
に
進
言
し
た
。
王
が
そ
れ
に
従
う
と
、

家
臣
を
始
め
国
中
が
イ
ス
ラ
ー
ム
に
入
信
し
た
。

チ
ャ
ン
パ
は
イ
ン
ド
シ
ナ
半
島
東
岸
部
に
あ
っ
た
チ
ャ
ム
人
の
王
国
の
こ
と
で
あ

る
。⁹
マ
レ
ー
人
と
同
じ
オ
ー
ス
ト
ロ
ネ
シ
ア
語
族
で
あ
る
チ
ャ
ム
人
は
古
代
か

ら
イ
ン
ド
文
化
を
受
け
入
れ
て
い
た
が
、や
が
て
イ
ス
ラ
ー
ム
に
改
宗
し
た
。『
ジ
ャ

ワ
年
代
記
』
の
記
述
は
チ
ャ
ム
社
会
の
イ
ス
ラ
ー
ム
化
と
い
う
歴
史
的
事
実
を
踏

ま
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
チ
ャ
ム
人
の
改
宗
は
、
西
方
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
か
ら
の

来
訪
者
が
伝
道
す
る
点
と
王
が
率
先
し
て
範
を
示
し
家
臣
が
従
う
と
い
う
点
で
は

『
マ
レ
ー
年
代
記
』
の
場
合
と
共
通
し
て
い
る
が
、
王
の
改
宗
が
自
発
的
で
あ
る
点

で
様
相
を
異
に
し
て
い
る
。¹⁰
引
き
続
き
『
ジ
ャ
ワ
年
代
記
』
に
よ
れ
ば
、
チ
ャ

ン
パ
の
王
を
改
宗
さ
せ
た
ブ
ラ
ヒ
ム
・
ア
ス
マ
ラ
は
王
の
末
娘
と
結
婚
し
、
二
人

の
息
子
ラ
デ
ン
・
ラ
フ
マ
ッ
ト(Raden Rahm

at)

と
ラ
デ
ン
・
サ
ン
ト
リ(Raden 

Santri)

を
も
う
け
る
。
そ
の
後
、
成
長
し
た
ラ
デ
ン
・
ラ
フ
マ
ッ
ト
は
ラ
デ
ン
・

サ
ン
ト
リ
た
ち
を
伴
っ
て
マ
ジ
ャ
パ
ヒ
ト
を
訪
れ
る
。
実
は
、
マ
ジ
ャ
パ
ヒ
ト
の

王
は
チ
ャ
ン
パ
王
の
長
女
を
正
妻
に
迎
え
て
お
り
、
こ
の
王
妃
は
甥
に
あ
た
る
ラ

デ
ン
・
ラ
フ
マ
ッ
ト
た
ち
を
歓
迎
す
る
。『
ジ
ャ
ワ
年
代
記
』
の
あ
る
異
本
で
は
こ

の
場
面
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る(Soew

ito-Santoso 1979: 73)

。

ラ
デ
ン
・
ラ
フ
マ
ッ
ト
は
王
妃
ド
ゥ
ワ
ラ
パ
テ
ィ(D

w
arapati

チ
ャ
ン
パ
出

身
の
王
妃
の
名)

と
ブ
ラ
ウ
ィ
ジ
ャ
ヤ(Braw

ijaya

マ
ジ
ャ
パ
ヒ
ト
の
王
の
名)

に
会
う
た
め
に
マ
ジ
ャ
パ
ヒ
ト
に
や
っ
て
来
た
。
国
王
陛
下
は
ラ
デ
ン
・
ラ
フ

マ
ッ
ト
を
ア
ン
ペ
ル
・
デ
ン
タ
（A

m
pel-denta

ま
た
はN

gam
pel-denta

）
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の
ス
ナ
ン
（sunan

聖
者
へ
の
尊
称
）
に
任
命
す
る
。
こ
の
た
め
後
に
彼
は
イ

ス
ラ
ー
ム
信
徒
の
指
導
者
、
ス
ナ
ン・ア
ン
ペ
ル
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
国
王
陛
下
は
さ
ら
に
、
強
制
で
は
な
い
限
り
、
マ
ジ
ャ
パ
ヒ
ト
の
民
衆
が

イ
ス
ラ
ー
ム
に
帰
依
す
る
こ
と
を
認
め
た
が
、
自
分
自
身
が
帰
依
す
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。

こ
こ
で
は
、
マ
レ
ー
社
会
の
改
宗
と
比
べ
て
状
況
は
さ
ら
に
対
照
的
で
あ
る
。
第

一
に
、
ジ
ャ
ワ
社
会
に
イ
ス
ラ
ー
ム
を
伝
道
し
よ
う
と
す
る
人
物
は
、
西
方
イ
ス

ラ
ー
ム
社
会
か
ら
の
異
人
で
は
な
く
、
土
着
支
配
階
層
の
血
が
入
っ
た
人
物
で
あ

り
、
マ
ジ
ャ
パ
ヒ
ト
の
王
に
と
っ
て
は
義
理
の
甥
に
あ
た
る
人
物
で
あ
っ
た
。
し

た
が
っ
て
、
伝
道
者
は
王
の
近
親
者
で
あ
り
身
分
的
に
は
下
位
の
人
物
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
第
二
に
、
王
は
民
衆
の
改
宗
は
承
認
す
る
が
、
自
ら
の
改
宗
は
拒
否

し
て
お
り
、
イ
ス
ラ
ー
ム
は
否
応
な
く
で
は
な
く
、
自
ら
の
判
断
で
受
け
入
れ
る

べ
き
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。

　

ジ
ャ
ワ
側
が
イ
ス
ラ
ー
ム
へ
の
改
宗
を
拒
否
し
た
例
は
、
マ
ジ
ャ
パ
ヒ
ト
の
王

だ
け
で
は
な
い
。『
ジ
ャ
ワ
年
代
記
』
に
よ
る
と
、
ジ
ュ
ッ
ダ
か
ら
ワ
リ
・
ラ
ナ
ン

(W
ali Lanang)

と
い
う
名
の
イ
ス
ラ
ー
ム
の
学
識
者
が
ジ
ャ
ワ
に
渡
っ
て
く
る
。

彼
は
イ
ス
ラ
ー
ム
を
広
め
る
た
め
の
方
策
を
ス
ナ
ン
・
ア
ン
ペ
ル
と
相
談
し
た
う

え
で
、
ジ
ャ
ワ
島
東
端
の
ブ
ラ
ン
バ
ガ
ン
へ
赴
く(Ras 1987: 20-21)

。

そ
の
頃
、
ブ
ラ
ン
バ
ガ
ン
の
王
に
は
一
人
の
娘
が
い
た
が
、
重
い
病
に
か
か
っ

て
お
り
、
誰
一
人
と
し
て
そ
の
病
を
治
す
こ
と
が
で
き
る
者
は
い
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
、
ワ
リ
・
ラ
ナ
ン
は
治
癒
す
る
よ
う
に
頼
ま
れ
、
王
妃
の
健
康
を
回
復

す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
王
の
願
い
で
ワ
リ
・
ラ
ナ
ン
は
王
妃
と
結
婚
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。
や
が
て
、
花
婿
﹇
ワ
リ
・
ラ
ナ
ン
﹈
は
王
に
対
し
て
イ
ス
ラ
ー

ム
に
入
信
す
る
よ
う
進
言
し
た
。
し
か
し
、
王
は
同
意
し
な
か
っ
た
。
義
父
の

拒
絶
に
失
望
し
た
ワ
リ
・
ラ
ナ
ン
は
、
臨
月
を
迎
え
て
い
た
身
重
の
妻
を
捨
て
、

ブ
ラ
ン
バ
ガ
ン
を
去
っ
て
マ
ラ
ッ
カ
に
向
か
っ
た
。¹¹

ブ
ラ
ン
バ
ガ
ン
地
方
は
歴
史
的
に
ジ
ャ
ワ
島
の
中
で
も
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
勢
力
が
も
っ

と
も
遅
く
ま
で
残
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
記
述
は
ブ
ラ
ン
バ
ガ
ン
が

遅
く
ま
で
イ
ス
ラ
ー
ム
化
に
抵
抗
し
た
と
い
う
歴
史
的
事
実
を
反
映
し
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
娘
の
病
を
治
し
た
う
え
に
婿
と
も
な
っ
た

人
物
が
時
間
を
か
け
て
入
信
を
進
言
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
王
は
拒
絶
す
る
と

い
う
選
択
を
お
こ
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、『
ジ
ャ
ワ
年
代
記
』
は
、

マ
レ
ー
社
会
の
場
合
と
は
対
照
的
に
、
ジ
ャ
ワ
社
会
の
改
宗
が
漸
進
的
な
も
の
で

あ
り
、
し
か
も
、
ジ
ャ
ワ
側
か
ら
の
自
発
的
な
選
択
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
っ

た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

　
『
ジ
ャ
ワ
年
代
記
』
を
始
め
と
す
る
ジ
ャ
ワ
の
伝
承
で
は
、
ジ
ャ
ワ
に
お
け
る
イ

ス
ラ
ー
ム
の
布
教
は
ワ
リ
・
ソ
ン
ゴ(w

ali songo)

と
総
称
さ
れ
る
九
人
の
聖
者

に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
た
と
さ
れ
る
。
ワ
リ
は
ア
ラ
ビ
ア
語
で
「
聖
者
」、
ソ
ン
ゴ
は

ジ
ャ
ワ
語
で
「
九
」
を
意
味
す
る
。
す
で
に
述
べ
た
ス
ナ
ン
・
ア
ン
ペ
ル
や
そ
の

息
子
と
さ
れ
る
ス
ナ
ン
・
ボ
ナ
ン
や
、
ス
ナ
ン
・
ボ
ナ
ン
の
弟
子
で
ジ
ャ
ワ
人
の

間
で
人
気
が
高
い
カ
リ
・
ジ
ャ
ガ
も
そ
の
一
人
で
あ
る
。
ワ
リ
・
ソ
ン
ゴ
が
活
躍

し
た
と
さ
れ
る
時
期
は
、
マ
ジ
ャ
パ
ヒ
ト
王
国
を
滅
ぼ
し
て
ジ
ャ
ワ
に
イ
ス
ラ
ー

ム
時
代
を
も
た
ら
し
た
中
部
ジ
ャ
ワ
北
海
岸
の
ド
ゥ
マ
ッ
ク
王
国
の
建
国
と
密
接

に
関
連
し
て
お
り
、
ジ
ャ
ワ
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
導
入
期
に
相
当
す
る
と
い
っ

て
よ
い
。
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ド
ゥ
マ
ッ
ク
王
国
の
衰
退
後
に
イ
ス
ラ
ー
ム
勢
力
の
中
心
と
な
っ
た
中
部
ジ
ャ

ワ
内
陸
部
の
強
国
マ
タ
ラ
ム
で
は
、
第
三
代
の
王
ス
ル
タ
ン
・
ア
グ
ン
の
治
世
下

（
一
六
一
三
〜
四
五
年
）
に
王
国
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
の
制
度
化
が
進
め
ら
れ
た
。

な
か
で
も
、
ス
ル
タ
ン
の
称
号
を
使
用
し
た
こ
と
、
そ
れ
ま
で
イ
ン
ド
式
の
太

陰
太
陽
暦
で
あ
っ
た
暦
を
純
太
陰
暦
で
あ
る
イ
ス
ラ
ー
ム
の
暦
に
あ
わ
せ
て
改
暦

（
ジ
ャ
ワ
暦
）
し
た
こ
と
は
画
期
的
な
で
き
ご
と
で
あ
っ
た
。
ス
ル
タ
ン
の
称
号
は
、

マ
タ
ラ
ム
王
朝
が
分
裂
し
た
後
も
、
分
家
の
一
つ
で
あ
る
ジ
ョ
グ
ジ
ャ
カ
ル
タ
の

王
家
に
よ
っ
て
現
在
も
継
承
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
オ
ラ
ン
ダ
植
民
地

支
配
が
強
ま
る
一
七
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
に
か
け
て
ジ
ャ
ワ
社
会
へ
の
イ
ス
ラ
ー

ム
の
浸
透
は
必
ず
し
も
円
滑
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
（
タ
ウ
フ
ィ
ッ
ク
・
ア
ブ
ド
ゥ

ル
ラ 1985: 192

）。
そ
の
理
由
は
オ
ラ
ン
ダ
が
イ
ス
ラ
ー
ム
の
普
及
に
対
し
て
抑

圧
的
な
政
策
を
採
っ
た
こ
と
も
一
因
で
あ
っ
た
し
、
宮
廷
の
王
た
ち
や
地
方
領
主

た
ち
に
と
っ
て
も
、
ジ
ャ
ワ
の
伝
統
的
宗
教
様
式
へ
の
執
着
を
断
ち
切
る
こ
と
が

難
し
く
、
住
民
に
対
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
教
育
は
プ
サ
ン
ト
レ
ン
に
放
任
さ
れ
て
い

た
こ
と
も
一
因
で
あ
っ
た
。
プ
サ
ン
ト
レ
ン
の
数
が
増
え
イ
ス
ラ
ー
ム
が
農
民
層

に
ま
で
定
着
し
始
め
る
の
は
一
九
世
紀
の
後
半
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
よ
う
な
状
況
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
イ
ン
ド
副
総
督
と
し
て
一
九
世
紀
初
め
に
ジ
ャ

ワ
を
統
治
し
た
ラ
ッ
フ
ル
ズ
の
観
察
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る(Raffl

es 1817, 2: 
2)

。原
住
民(natives)

は
い
ま
だ
に
彼
ら
の
古
の
慣
習
に
深
く
愛
着
を
も
っ
て
お

り
、
か
つ
て
崇
拝
し
て
い
た
寺
院
や
偶
像
に
対
す
る
敬
意
こ
そ
か
な
り
以
前
よ

り
失
っ
て
し
ま
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
イ
ス
ラ
ー
ム
が
伝
え
ら
れ
る
以
前
に
卓

越
し
て
い
た
法
律
、
習
慣
、
民
族
的
慣
行
を
い
ま
だ
に
大
切
に
し
て
い
る
。
イ

ス
ラ
ー
ム
の
教
え
に
も
っ
と
深
く
従
お
う
と
努
力
す
る
人
た
ち
も
少
数
な
が
ら

い
る
け
れ
ど
も
、
ジ
ャ
ワ
人
一
般
と
し
て
は
、
確
か
に
唯
一
神
を
信
仰
し
、
ム

ハ
ン
マ
ド
を
そ
の
預
言
者
と
認
め
、
信
仰
と
儀
礼
の
形
式
的
な
部
分
は
遵
守
し

て
い
る
に
し
て
も
、
宗
教
の
教
義
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
理
解
し
て
い
な
い
し
、

イ
ス
ラ
ー
ム
信
徒
の
な
か
で
は
も
っ
と
も
頑
な
で
は
な
い
信
徒
で
あ
る
と
言
っ

て
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
、
ラ
ッ
フ
ル
ズ
に
よ
っ
て
「
イ
ス
ラ
ー
ム
の
教
え
に
も
っ
と
深
く
従
お
う

と
努
力
す
る
人
た
ち
も
少
数
な
が
ら
い
る
」
と
言
及
さ
れ
て
い
る
人
々
が
プ
サ
ン

ト
レ
ン
を
拠
点
と
し
た
サ
ン
ト
リ
に
あ
た
る
の
に
対
し
て
、「
唯
一
神
を
信
仰
し
、

ム
ハ
ン
マ
ド
を
そ
の
預
言
者
と
認
め
、
信
仰
と
儀
礼
の
形
式
的
な
部
分
を
遵
守
し

て
い
る
に
し
て
も
、
宗
教
の
教
義
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
理
解
し
て
い
な
い
」
で
、

「
イ
ス
ラ
ー
ム
が
伝
え
ら
れ
る
以
前
に
卓
越
し
て
い
た
法
律
、
習
慣
、
民
族
的
慣

行
を
い
ま
だ
に
大
切
に
し
て
い
る
」
一
般
の
ジ
ャ
ワ
人
と
言
及
さ
れ
て
い
る
の
が
、

プ
リ
ヤ
イ
（
貴
族
層
）
か
ら
ウ
ォ
ン
・
ク
チ
ル
（
庶
民
層
）
に
い
た
る
広
義
の
ア

バ
ン
ガ
ン
に
あ
た
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
む
ろ
ん
宮
廷
の
王
族
や
プ
リ
ヤ
イ

た
ち
も
イ
ス
ラ
ー
ム
へ
の
帰
依
を
表
明
し
て
い
た
か
ら
、
彼
ら
と
サ
ン
ト
リ
と
の

間
の
文
化
的
対
抗
の
焦
点
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
信
奉
の
可
否
に

で
は
な
く
、
ジ
ャ
ワ
土
着
的
な
信
仰
を
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
枠
組
み
の
中
で
ど
こ
ま

で
認
め
る
か
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
さ
ら
に
問
題
を
複
雑
に
し
て
い
た
の
は
、
王

を
頂
点
と
す
る
宮
廷
プ
リ
ヤ
イ
に
と
っ
て
、
ジ
ャ
ワ
土
着
的
信
仰
と
は
単
な
る
慣

習
や
保
守
的
な
志
向
な
の
で
は
な
く
、
自
ら
の
権
力
基
盤
に
か
か
わ
る
重
要
な
事

柄
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
う
な
ら
ば
、
イ
ス
ラ
ー
ム
と
の
対
抗
関
係

を
維
持
し
て
い
く
中
で
、
そ
の
た
め
の
拠
り
所
と
な
る
原
理
と
し
て
ジ
ャ
ワ
土
着
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的
な
文
化
表
象
が
作
り
出
さ
れ
、
強
化
さ
れ
た
可
能
性
も
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
で
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
に
対
抗
す
る
要
素
と
し
て
描
か
れ
る
ジ
ャ
ワ
土
着
の

文
化
表
象
と
は
な
に
か
。
そ
の
中
で
も
、
ス
ル
タ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
王
た
ち
の

宮
廷
儀
礼
と
か
か
わ
り
、
と
く
に
重
要
な
働
き
を
し
て
い
る
と
目
さ
れ
る
の
が
、

本
稿
の
中
心
的
主
題
で
あ
る
ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル
、
す
な
わ
ち
、
南
海
の
女
王
な

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル
の
表
象
を
分
析
す
る
こ
と
か
ら
、

ク
ジ
ャ
ウ
ェ
ン
を
信
奉
す
る
ジ
ャ
ワ
人
に
と
っ
て
の
イ
ス
ラ
ー
ム
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
も
可
能
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
以
下
で
は
年
代
記
、
舞
踊
に
関
す
る
伝
承
、

教
訓
詩
に
現
れ
た
ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル
の
表
象
を
順
次
取
り
上
げ
て
い
き
た
い
。

　
三　

 

精
霊
の
支
配
者
ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル

　

ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル(ratu kidul)

の
ラ
ト
ゥ
は
「
女
王
」、
キ
ド
ゥ
ル
は
「
南
」

を
意
味
す
る
。¹²
中
部
ジ
ャ
ワ
の
南
部
を
拠
点
と
す
る
マ
タ
ラ
ム
王
朝
の
世
界
で

は
「
南
」
は
、
宮
廷
の
南
方
に
広
が
る
イ
ン
ド
洋
を
指
し
示
す
と
認
識
さ
れ
て
い

る
た
め
、
ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル
は
通
常
「
南
海
の
女
王
」
と
称
さ
れ
て
い
る
。
一

般
に
、
南
海
の
海
底
に
あ
る
壮
麗
な
宮
殿
に
独
り
身
で
住
み
、
女
性
の
家
臣
に
か

し
ず
か
れ
、
ジ
ャ
ワ
全
土
の
精
霊
を
そ
の
支
配
下
に
置
く
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。¹³
と
こ

ろ
で
、
こ
こ
で
言
う
「
南
海
」
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
ジ
ャ

ワ
島
の
地
理
的
特
徴
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
東
南
ア
ジ
ア
島
嶼
部

の
南
端
を
縁
取
る
よ
う
に
伸
び
る
ス
ン
ダ
列
島
の
一
つ
で
あ
る
ジ
ャ
ワ
島
は
東
西

に
細
長
く(1060km

)

、
南
北
は
狭
い
（
最
大
で200km

）
島
で
あ
る
。
島
の
北

側
の
ジ
ャ
ワ
海
は
、
浅
い
ス
ン
ダ
陸
棚
の
上
に
広
が
っ
て
お
り
、
比
較
的
穏
や
か

で
あ
る
う
え
に
、
海
岸
部
は
低
地
が
続
く
た
め
、
ジ
ャ
ワ
島
北
岸
地
帯
に
は
ジ
ャ

カ
ル
タ
を
初
め
バ
ン
テ
ン
、
ス
マ
ラ
ン
、
ス
ラ
バ
ヤ
と
い
っ
た
重
要
な
港
町
が
栄
え
、

海
外
と
の
交
易
ル
ー
ト
の
拠
点
と
な
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
は
、
外
洋
の
荒
波
が

洗
う
イ
ン
ド
洋
側
の
海
岸
は
険
し
い
石
灰
岩
山
地
が
続
く
た
め
、
南
岸
地
帯
に
は

良
港
は
少
な
く
、
海
外
交
易
の
ル
ー
ト
か
ら
は
外
れ
て
い
る
。

　

マ
タ
ラ
ム
王
朝
が
成
立
し
た
ジ
ョ
グ
ジ
ャ
カ
ル
タ
か
ら
ス
ラ
カ
ル
タ
に
か
け
て

の
地
域
は
、
ム
ラ
ピ
山
（
標
高2911m

）
に
代
表
さ
れ
る
、
ジ
ャ
ワ
島
の
中
心

を
背
骨
の
よ
う
に
東
西
に
連
な
る
山
岳
地
帯
に
よ
っ
て
北
岸
地
帯
か
ら
遮
ら
れ
て

い
る
。
ス
ラ
カ
ル
タ
は
、
東
に
流
れ
て
ス
ラ
バ
ヤ
の
北
側
で
ジ
ャ
ワ
海
に
注
ぐ

ソ
ロ
川
が
近
く
を
流
れ
て
い
る
た
め
に
、
か
ろ
う
じ
て
ジ
ャ
ワ
海
を
通
じ
て
外
の

世
界
と
つ
な
が
っ
て
い
る
が
、
ジ
ョ
グ
ジ
ャ
カ
ル
タ
の
周
辺
を
流
れ
る
オ
パ
ッ
ク

川
、
チ
ョ
デ
川
な
ど
の
河
川
は
す
べ
て
南
に
流
れ
、
イ
ン
ド
洋
に
注
ぎ
込
ん
で
い
る
。

つ
ま
り
、
イ
ン
ド
洋
と
い
う
現
代
の
地
理
的
名
称
が
連
想
さ
せ
る
イ
メ
ー
ジ
と
は

対
照
的
に
、
ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル
が
住
む
南
の
海
は
、
交
易
を
通
じ
て
外
の
世
界

と
つ
な
が
る
海
で
は
な
く
、
外
界
か
ら
隔
絶
し
た
ジ
ャ
ワ
世
界
固
有
の
内
な
る
海

な
の
で
あ
る
。

　

ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル
と
マ
タ
ラ
ム
王
朝
と
の
関
係
を
も
っ
と
も
雄
弁
に
語
っ
て

い
る
の
は『
ジ
ャ
ワ
年
代
記
』(Babad Tanah Jaw

i)

で
あ
る
。『
ジ
ャ
ワ
年
代
記
』

は
、
マ
タ
ラ
ム
王
朝
の
正
統
な
後
継
者
と
し
て
の
ス
ラ
カ
ル
タ
王
家
の
地
位
を
確

立
す
る
た
め
に
書
か
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
描
か
れ
る
「
歴
史
」
は
歴
史
学
的
な
意

味
で
の
歴
史
と
は
性
格
を
異
に
し
て
い
る
。
そ
の
骨
格
は
現
在
の
王
に
ま
で
連
綿

と
至
る
系
譜
に
あ
る
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
（
青
山1994

）。
イ
ス
ラ
ー
ム

を
受
容
し
た
マ
タ
ラ
ム
王
家
は
、
そ
の
歴
史
の
始
原
を
神
が
創
造
し
た
最
初
の
人

類
ア
ダ
ム
に
ま
で
遡
る
。
し
か
し
、
そ
の
子
孫
に
な
る
と
系
譜
は
二
つ
に
分
岐
す
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る
。
一
方
の
系
譜
の
流
れ
は
ア
ラ
ブ
人
の
系
譜
と
な
り
、
そ
れ
は
預
言
者
ム
ハ
ン

マ
ド
に
至
り
、
さ
ら
に
そ
の
子
孫
の
系
譜
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。
他
方
の
系
譜

の
流
れ
は
イ
ン
ド
の
系
譜
と
な
り
、
そ
の
な
か
に
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
神
格
名
や

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
叙
事
詩
に
語
ら
れ
る
英
雄
が
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
イ
ン

ド
か
ら
ジ
ャ
ワ
に
移
っ
て
、
歴
代
の
王
朝
を
経
て
、
マ
タ
ラ
ム
の
創
建
者
セ
ナ
パ

テ
ィ(Senapati)
へ
と
至
る
。
そ
し
て
、
そ
の
子
、
ム
ハ
ン
マ
ド
の
子
孫
で
あ
る

ア
ラ
ブ
の
女
性
と
結
ば
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
つ
の
系
譜
は
一
つ
に
と
再
統
合

さ
れ
る
。
系
譜
は
、
仮
想
で
あ
れ
現
実
で
あ
れ
王
家
の
血
統
を
示
す
だ
け
で
は
な

く
、そ
の
祖
先
が
担
っ
て
い
た
文
化
を
継
承
す
る
こ
と
も
意
味
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

こ
の
二
重
の
系
譜
は
、
マ
タ
ラ
ム
王
朝
が
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
伝
統
と
イ
ス
ラ
ー
ム
の

伝
統
を
等
し
く
受
け
継
い
だ
、
ジ
ャ
ワ
の
望
ま
し
い
支
配
者
で
あ
る
こ
と
、
ゆ
え
に
、

そ
の
後
継
者
で
あ
る
ス
ラ
カ
ル
タ
王
家
は
、
マ
タ
ラ
ム
王
朝
の
正
統
性
を
引
き
継

ぐ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
作
品
が
現
存
す
る
形
に
な
っ
た
の
は
一
九
世
紀

半
ば
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
セ
ナ
パ
テ
ィ
を
め
ぐ
る
イ

ス
ラ
ー
ム
と
非
イ
ス
ラ
ー
ム
的
表
象
の
せ
め
ぎ
合
い
は
、
一
九
世
紀
の
宮
廷
の
イ

ス
ラ
ー
ム
観
並
び
に
そ
の
裏
返
し
と
し
て
の
非
イ
ス
ラ
ー
ム
的
事
象
観
を
反
映
し

て
い
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
で
は『
ジ
ャ
ワ
年
代
記
』は『
マ
レ
ー

年
代
記
』
と
同
様
に
イ
ス
ラ
ー
ム
と
い
う
枠
組
み
を
受
け
入
れ
た
上
で
書
か
れ
て

お
り
、
神
と
い
う
超
越
的
遍
在
的
存
在
の
視
点
を
前
提
と
し
た
、
あ
る
種
の
普
遍

的
な
歴
史
の
枠
組
み
の
ジ
ャ
ワ
の
歴
史
を
再
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、『
マ

レ
ー
年
代
記
』
の
場
合
と
は
異
な
っ
て
、『
ジ
ャ
ワ
年
代
記
』
の
場
合
に
は
、
ジ
ャ

ワ
は
イ
ス
ラ
ー
ム
に
呑
み
込
ま
れ
る
の
で
は
な
く
、
ジ
ャ
ワ
の
土
着
的
要
素
を
維

持
し
な
が
ら
イ
ス
ラ
ー
ム
を
受
容
し
よ
う
と
す
る
立
場
が
強
く
表
明
さ
れ
て
い
る
。

　
『
ジ
ャ
ワ
年
代
記
』
に
は
、
マ
タ
ラ
ム
王
朝
の
創
立
者
セ
ナ
パ
テ
ィ
と
ラ
ト
ゥ
・

キ
ド
ゥ
ル
と
の
出
会
い
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る(Ras 1987: 

75)

。
マ
タ
ラ
ム
の
領
主
セ
ナ
パ
テ
ィ
は
パ
ジ
ャ
ン
の
王
の
家
臣
で
あ
っ
た
が
、
王

を
倒
し
、
ジ
ャ
ワ
全
土
の
王
に
な
る
野
心
を
密
か
に
抱
い
て
い
る
。
あ
る
夜
、
一

人
で
王
宮
を
抜
け
出
し
、
リ
プ
ラ
に
赴
き
、
そ
こ
に
あ
っ
た
岩
の
上
で
横
に
な
る
。

た
だ
一
人
セ
ナ
パ
テ
ィ
の
伯
父
ジ
ュ
ル
・
マ
ル
タ
ニ(Kyai Juru M

artani)

だ

け
が
そ
の
こ
と
に
気
付
き
、
王
の
元
へ
や
っ
て
く
る
。
突
然
、
天
空
の
星
が
落
下

し
、
セ
ナ
パ
テ
ィ
の
頭
上
に
頭
ほ
ど
の
大
き
さ
の
光
の
球
と
な
っ
て
現
れ
る
。
光

は
、
セ
ナ
パ
テ
ィ
に
対
し
て
、
ジ
ャ
ワ
の
地
の
王
と
な
る
と
い
う
セ
ナ
パ
テ
ィ
の

神(A
llah)

に
対
す
る
祈
り
は
聞
き
届
け
ら
れ
た
と
次
の
よ
う
に
告
げ
て
消
え
去
る

(Ras 1987: 76)

。

知
る
が
よ
い
。
我
は
星
な
り
。
汝
に
知
ら
せ
を
伝
え
る
。
瞑
想
の
中
で
汝
が
神

に
対
し
て
祈
願
し
た
こ
と
は
、
す
で
に
神
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
汝
の

望
み
は
聞
き
届
け
ら
れ
た
。
汝
は
王
と
な
り
ジ
ャ
ワ
の
地
を
支
配
す
る
で
あ
ろ

う
。
子
・
孫
に
到
る
ま
で
マ
タ
ラ
ム
の
王
と
し
て
比
類
無
き
者
と
な
ろ
う
。
敵

に
畏
れ
ら
れ
、
金
と
宝
石
に
富
む
で
あ
ろ
う
。

続
い
て
、
星
は
予
言
を
伝
え
る
。
歴
史
的
に
は
、
セ
ナ
パ
テ
ィ
の
孫
は
マ
タ
ラ
ム

王
国
の
全
盛
期
を
も
た
ら
し
た
ス
ル
タ
ン
・
ア
グ
ン
で
あ
る
が
、
そ
の
子
ア
マ
ン

ク
ラ
ッ
ト
一
世
（A

m
angkurat

一
六
一
九
？
〜
七
七
年
）
の
治
世
は
内
乱
に
見

舞
わ
れ
、
王
国
の
凋
落
を
も
た
ら
し
た
。『
ジ
ャ
ワ
年
代
記
』
は
こ
の
よ
う
な
歴
史

を
踏
ま
え
た
上
で
、
セ
ナ
パ
テ
ィ
の
時
代
に
こ
の
よ
う
な
「
予
言
」
を
設
定
し
て

い
る
の
で
あ
る(Ras 1987: 76)

。
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̶̶̶̶　文化表象としての〈イスラーム〉　̶̶̶̶

汝
の
ひ
孫
は
マ
タ
ラ
ム
の
最
後
の
王
と
な
ろ
う
。
そ
の
後
、
王
国
は
分
裂
す
る
。

月
と
日
の
食
が
多
発
す
る
。
毎
晩
、
流
星
が
見
ら
れ
る
。
山
は
爆
発
し
、
灰
の

雨
が
降
る
。
こ
れ
が
王
国
の
滅
亡
の
兆
し
で
あ
る
。

神
か
ら
預
言
者
に
下
さ
れ
た
啓
示
を
ア
ラ
ビ
ア
語
でwaḥy

と
言
う
が
、
ジ
ャ
ワ

で
は
こ
れ
を
ワ
ヒ
ユ(w

ahyu)

と
呼
び
、
こ
こ
で
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
天
か
ら

下
っ
て
く
る
光
の
球
と
し
て
表
象
さ
れ
、
通
常
は
王
の
権
力
の
象
徴
と
し
て
理
解

さ
れ
て
い
る
。
権
力
を
新
た
に
得
よ
う
と
す
る
者
に
は
ワ
ヒ
ユ
が
下
っ
て
く
る
の

に
対
し
て
、権
力
を
失
っ
た
王
か
ら
ワ
ヒ
ユ
が
飛
び
去
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、

ワ
ヒ
ユ
は
イ
ス
ラ
ー
ム
の
文
脈
か
ら
は
微
妙
に
ず
れ
た
位
相
で
理
解
さ
れ
て
い
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
天
啓
を
聞
い
た
セ
ナ
パ
テ
ィ
が
王
と
な
る
期
待
に
興
奮
し
て
い
る

の
に
対
し
て
、
ジ
ュ
ル
・
マ
ル
タ
ニ
は
、
星
の
言
う
こ
と
を
鵜
呑
み
に
す
る
べ
き

で
は
な
い
、
敵
と
戦
う
と
き
に
星
が
助
け
に
く
る
も
の
か
、
と
現
実
的
な
忠
告
を

す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、神
に
祈
る
た
め
に
、自
身
は
ム
ラ
ピ
山
へ
、セ
ナ
パ
テ
ィ

は
南
の
海
へ
行
っ
て
、
神
に
対
し
て
祈
ろ
う
と
意
見
す
る
。

　

こ
こ
に
は
、
天
啓
に
よ
る
王
権
の
象
徴
的
授
与
と
い
う
王
朝
の
正
統
性
を
称
揚

す
る
立
場
と
、
天
啓
は
本
来
預
言
者
の
み
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
星
の

予
言
を
天
啓
と
し
て
信
じ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
イ
ス
ラ
ー
ム
の
立
場

が
せ
め
ぎ
合
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
は
、
ジ
ュ
ル
・
マ
ル
タ
ニ
が
提

案
し
た
神
へ
の
祈
願
の
場
所
も
ま
た
マ
タ
ラ
ム
地
方
の
北
と
南
に
位
置
す
る
精
霊

た
ち
の
住
む
領
域
で
あ
り
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
立
場
か
ら
星
の
予
言
に
疑
問
を
呈
し

た
人
物
の
思
考
の
中
に
す
で
に
非
イ
ス
ラ
ー
ム
的
要
素
が
紛
れ
込
ん
で
い
る
こ
と

で
あ
る
。

　

一
人
と
な
っ
た
セ
ナ
パ
テ
ィ
は
東
へ
向
か
い
、
そ
こ
で
オ
パ
ッ
ク
川
に
行
き
当

た
る
と
、
川
の
流
れ
に
身
を
任
せ
て
海
へ
と
到
る
。
海
に
出
る
と
海
岸
に
立
ち
、

祈
り
を
始
め
た
。
す
る
と
、
セ
ナ
パ
テ
ィ
の
神
へ
の
祈
願
の
威
力
で
、
電
光
が
き

ら
め
き
雨
が
降
り
風
が
吹
き
だ
し
、
海
は
山
の
よ
う
な
大
波
が
わ
き
起
こ
っ
て
沸

騰
し
、魚
た
ち
は
息
絶
え
て
し
ま
う
。
海
底
の
壮
麗
な
宮
殿
に
い
た
ラ
ト
ゥ・キ
ド
ゥ

ル
は
、
何
事
が
起
こ
っ
た
の
か
、
世
界
の
終
末
の
日
が
来
た
の
か
と
、
様
子
を
探

る
た
め
に
海
上
に
現
れ
、
そ
こ
で
一
人
の
男
性
が
立
っ
て
瞑
想
に
ふ
け
っ
て
い
る

の
を
見
い
だ
す
。
彼
女
は
セ
ナ
パ
テ
ィ
に
恭
し
く
語
り
か
け
る(Ras 1987: 78)

。

ご
主
人
様
、
ど
う
か
私
め
を
哀
れ
に
思
っ
て
く
だ
さ
い
。
私
め
は
こ
の
海
を
守

護
し
て
い
る
の
で
す
。
あ
な
た
様
が
神
に
祈
願
さ
れ
た
こ
と
は
、
す
で
に
聞
き

届
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
あ
な
た
様
と
あ
な
た
様
の
子
孫
は
ジ
ャ
ワ
の
地
を
統
治

し
、
そ
れ
と
競
い
合
う
者
は
お
り
ま
せ
ん
。
ジ
ャ
ワ
全
土
の
ジ
ン(jin)

、
プ
リ

(peri)

、
プ
ラ
ヤ
ン
ガ
ン(prayangan)

も
あ
な
た
様
に
服
従
致
し
ま
す
。
も

し
あ
な
た
様
に
敵
が
あ
ら
わ
れ
ま
し
た
ら
、
こ
れ
ら
の
者
た
ち
が
み
な
あ
な
た

様
を
お
助
け
し
ま
す
。
あ
な
た
様
が
望
む
ま
ま
に
こ
の
者
た
ち
は
従
い
ま
し
ょ

う
。
な
ぜ
な
ら
あ
な
た
様
は
ジ
ャ
ワ
の
地
の
王
家
の
創
設
者
と
な
る
方
で
す
か

ら
。

ジ
ン
以
下
の
三
種
は
い
ず
れ
も
精
霊
の
類
で
あ
る
。
ジ
ャ
ワ
全
土
の
精
霊
た
ち
も

ま
た
、
そ
の
支
配
者
で
あ
る
ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル
と
も
ど
も
セ
ナ
パ
テ
ィ
に
服
従

を
誓
っ
て
い
る
。
彼
ら
の
服
従
の
契
機
は
、
セ
ナ
パ
テ
ィ
の
威
力
と
い
う
一
個
人

の
資
質
に
よ
る
が
、
服
従
の
関
係
は
彼
の
子
孫
に
ま
で
及
ぶ
。
そ
れ
は
結
婚
と
い

う
関
係
を
取
り
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
支
配
の
関
係
が
確
認
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
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ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル
は
セ
ナ
パ
テ
ィ
を
海
底
の
宮
殿
へ
と
案
内
し
、
そ
こ
で
二

人
は
夫
婦
と
し
て
三
日
三
晩
を
過
ご
す
。
そ
の
間
、
ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル
は
セ
ナ

パ
テ
ィ
に
対
し
て
す
べ
て
の
人
間
と
精
霊
を
統
治
す
る
王
と
な
る
べ
き
人
が
わ
き

ま
え
て
お
く
べ
き
知
識
を
授
け
る
。
ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル
は
統
治
者
と
し
て
の
経

験
に
関
し
て
は
セ
ナ
パ
テ
ィ
の
先
輩
に
あ
た
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ

る
の
は
、
確
か
にRas(1986: 266)

が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
セ
ナ
パ
テ
ィ
と
ラ

ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル
の
出
会
い
は
、「
王
朝
の
創
始
者
と
水
中
と
地
下
世
界
を
支
配
す

る
王
女
と
の
結
婚
」
で
あ
る
が
、
こ
の
結
婚
は
通
常
の
結
婚
の
よ
う
に
子
孫
の
創

出
、
言
い
換
え
れ
ば
系
譜
の
形
成
に
は
関
与
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ラ
ト
ゥ
・

キ
ド
ゥ
ル
は
あ
く
ま
で
も
幽
界
の
配
偶
者
で
あ
り
、
マ
タ
ラ
ム
王
朝
の
系
譜
の
中

で
語
ら
れ
る
の
は
人
間
の
配
偶
者
の
み
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
結
婚
の
意

義
は
む
し
ろ
、
女
性
が
代
表
す
る
文
化
お
よ
び
権
力
が
男
性
で
あ
る
王
に
対
し
て

下
位
に
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
女
性
が
男
性
に
対
し
て
服
従
し
た
こ
と
を
明
ら
か

に
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
こ
の
点
で
、
セ
ナ
パ
テ
ィ
と
ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル
の
出

会
い
の
物
語
は
、
結
婚
と
い
う
契
約
に
よ
る
土
着
精
霊
の
マ
タ
ラ
ム
王
家
に
対
す

る
服
属
の
物
語
と
し
て
読
め
る
の
で
あ
る
。

　

や
が
て
、
セ
ナ
パ
テ
ィ
が
地
上
に
戻
る
と
き
、
敵
に
立
ち
向
か
う
と
き
に
は
ど

う
す
れ
ば
よ
い
か
と
彼
に
尋
ね
ら
れ
た
ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル
は(Ras 1987: 79)
、

も
し
あ
な
た
様
が
わ
た
く
し
め
を
お
呼
び
し
た
い
と
き
に
は
、
腕
を
胸
に
あ
て

て
瞑
想
し
た
の
ち
、天
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
必
ず
や
私
は
や
っ
て
ま
い
り
ま
し
ょ

う
。
ジ
ン
、
プ
リ
、
プ
ラ
ヤ
ン
ガ
ン
の
軍
団
を
率
い
、
武
器
を
携
え
て
。

こ
れ
に
対
し
て
セ
ナ
パ
テ
ィ
は
、
あ
な
た
の
お
っ
し
ゃ
た
こ
と
は
す
べ
て
実
行
い

た
し
ま
す
、
と
答
え
て
マ
タ
ラ
ム
へ
と
帰
還
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
興
味

深
い
こ
と
に
、
ワ
ヒ
ユ
に
気
が
高
ぶ
っ
た
セ
ナ
パ
テ
ィ
に
対
し
て
ジ
ュ
ル
・
マ
ル

タ
ニ
が
苦
言
を
呈
し
た
よ
う
に
、『
ジ
ャ
ウ
ィ
年
代
記
』
は
こ
こ
で
も
イ
ス
ラ
ー
ム

的
要
素
と
非
イ
ス
ラ
ー
ム
的
要
素
と
の
間
の
平
衡
を
取
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
。
海

上
を
ま
る
で
陸
の
よ
う
に
や
す
や
す
と
渡
っ
て
海
岸
に
戻
っ
た
セ
ナ
パ
テ
ィ
は
そ

こ
で
ワ
リ
・
ソ
ン
ゴ
の
一
人
ス
ナ
ン
・
カ
リ
ジ
ャ
ガ
が
瞑
想
し
て
い
る
こ
と
に
気

づ
く
。¹⁴
自
ら
の
超
能
力(kesaktian)

を
誇
示
し
た
こ
と
を
恥
じ
る
セ
ナ
パ
テ
ィ

に
対
し
て
、
ス
ナ
ン
・
カ
リ
ジ
ャ
ガ
は
忠
告
を
与
え
る(Ras 1987: 79)

。

セ
ナ
パ
テ
ィ
よ
、
超
能
力
を
見
せ
び
ら
か
す
の
は
止
め
な
さ
い
。
ワ
リ
た
ち
は

そ
の
よ
う
な
方
法
を
使
う
こ
と
を
望
ん
で
は
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
神
の
怒
り

を
買
う
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。
も
し
お
ま
え
が
王
に
な
る
つ
も
り
で
い
る
な
ら
、

ま
っ
と
う
な
道
を
歩
む
の
だ
。
さ
あ
、
マ
タ
ラ
ム
へ
行
こ
う
。
お
ま
え
の
館
を

見
せ
て
欲
し
い
。

こ
う
い
っ
て
、
ス
ナ
ン
・
カ
リ
ジ
ャ
ガ
は
セ
ナ
パ
テ
ィ
が
超
自
然
的
力
に
頼
る
こ

と
は
禁
じ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル
の
援
助
に

頼
る
こ
と
を
暗
に
戒
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
マ
タ
ラ
ム
に
つ
い
た
ス

ナ
ン
・
カ
リ
ジ
ャ
ガ
は
セ
ナ
パ
テ
ィ
の
館
を
見
て
、
石
壁
で
囲
ま
れ
て
い
な
い
こ

と
に
気
付
き
、
石
壁
で
囲
む
よ
う
に
忠
告
す
る
。
こ
の
忠
告
も
、
ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ

ル
の
助
言
だ
け
で
は
王
都
の
建
設
は
万
全
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　

ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル
と
そ
の
眷
属
は
、
ジ
ャ
ワ
語
でm

akhluk halus

と
い
う

語
で
指
示
す
る
の
が
も
っ
と
も
適
切
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
はm

akhluk

す
な
わ
ち

「
神
の
被
造
物
」
で
あ
る
が
、
し
か
しhalus

で
あ
っ
て
通
常
の
人
間
の
眼
に
は
見
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え
な
い
「
幽
玄
な
」
存
在
で
あ
る
。
ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル
は
精
霊
の
支
配
者
と
し

て
人
間
世
界
に
干
渉
し
え
る
超
越
的
な
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
が
、
同
時
に

神
の
被
造
物
と
し
て
イ
ス
ラ
ー
ム
と
い
う
世
界
宗
教
の
枠
組
み
の
中
に
も
位
置
づ

け
ら
れ
る
と
い
う
微
妙
な
立
場
に
あ
る
。『
ジ
ャ
ワ
年
代
記
』
に
お
い
て
ラ
ト
ゥ
・

キ
ド
ゥ
ル
の
存
在
が
不
可
欠
な
の
は
彼
女
こ
そ
が
マ
タ
ラ
ム
王
朝
の
統
治
に
正
統

性
を
与
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
事
実
、
セ
ナ
パ
テ
ィ
と
ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
は
イ
ス
ラ
ー
ム
入
信
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
は
な
い
。
セ
ナ
パ
テ
ィ
が
倒

す
相
手
で
あ
る
パ
ジ
ャ
ン
の
王
も
す
で
に
イ
ス
ラ
ー
ム
を
信
奉
し
て
い
る
わ
け
だ

か
ら
、
イ
ス
ラ
ー
ム
を
信
奉
す
る
か
ど
う
か
で
正
統
性
が
決
ま
る
わ
け
で
は
な
い
。

こ
こ
で
ジ
ャ
ワ
の
地
の
王
と
な
る
か
否
か
の
分
か
れ
目
は
ジ
ャ
ワ
の
土
着
の
精
霊

た
ち
を
も
支
配
で
き
て
い
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
お
り
、マ
タ
ラ
ム
王
朝
に
と
っ

て
ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル
の
存
在
と
そ
の
服
従
無
く
し
て
は
、
ジ
ャ
ワ
全
土
の
支
配

を
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。『
ジ
ャ
ワ
年
代
記
』
に
は
ら
ま
れ
た

緊
張
関
係
は
こ
の
ジ
レ
ン
マ
ゆ
え
の
産
物
で
あ
る
。

四　

 

天
界
の
舞
踊
と
ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル

　

ジ
ャ
ワ
の
土
着
的
文
化
表
象
と
し
て
の
ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル
を
考
え
る
と
き

に
、
も
う
一
つ
見
落
と
す
こ
と
の
で
き
な
い
側
面
は
、
ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル
と
ヒ

ン
ド
ゥ
ー
・
ジ
ャ
ワ
的
文
化
と
の
関
連
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
側
面
が
も
っ
と

も
よ
く
現
れ
て
い
る
事
例
が
、
ジ
ャ
ワ
の
宮
廷
舞
踊
ブ
ド
ヨ(bedhaya)

に
見
ら

れ
る
ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル
の
表
象
で
あ
る
。
ブ
ド
ヨ
と
い
う
の
は
、
中
部
ジ
ャ
ワ

の
宮
廷
に
お
い
て
行
わ
れ
る
ガ
ム
ラ
ン
（
青
銅
製
打
楽
器
を
中
心
と
し
た
楽
器
群
）

と
女
声
斉
唱
を
伴
っ
た
七
人
ま
た
は
九
人
の
女
性
に
よ
る
集
団
舞
踊
で
あ
る
。¹⁵

ジ
ャ
ワ
の
宮
廷
舞
踊
の
頂
点
に
位
置
す
る
舞
踊
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は

伴
奏
の
ガ
ム
ラ
ン
音
楽
と
と
も
に
ジ
ャ
ワ
文
化
の
精
華
と
い
っ
て
よ
い
。
ブ
ド
ヨ

を
名
前
に
冠
す
る
舞
踊
に
は
い
く
つ
か
の
種
類
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
宮
廷
の

儀
礼
と
結
び
つ
い
て
お
り
、
な
か
で
も
ス
ラ
カ
ル
タ
宮
廷
に
お
い
て
王
の
即
位

記
念
の
儀
礼
に
あ
わ
せ
て
月
ご
と
に
踊
ら
れ
る
ブ
ド
ヨ
・
ク
タ
ワ
ン(Bedhaya 
Ketaw

an)

は
マ
タ
ラ
ム
王
家
秘
伝
の
家
宝
と
さ
れ
、
超
自
然
的
な
威
力
が
こ
も
っ

た
神
聖
な
踊
り
と
さ
れ
て
い
る
。
ブ
ド
ヨ
・
ク
タ
ワ
ン
が
か
く
も
神
聖
視
さ
れ
る

の
は
、
そ
の
創
作
に
あ
た
っ
て
ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル
と
の
関
与
が
語
ら
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。

　

ワ
ル
ソ
デ
ィ
ニ
ン
ラ
ッ
ト(K.R.T. W

arsodiningrat)

が
一
九
四
三
年
に
出

版
し
た
『
ガ
ム
ラ
ン
の
知
恵
の
言
葉
の
書
』(Serat W

eda Pradangga)

は
、
ス

ラ
カ
ル
タ
王
宮
に
お
け
る
ガ
ム
ラ
ン
に
ま
つ
わ
る
伝
承
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る

が
、
そ
の
初
め
の
部
分
に
ガ
ム
ラ
ン
と
ブ
ド
ヨ
の
神
秘
的
な
起
源
に
ま
つ
わ
る
エ

ピ
ソ
ー
ド
が
語
ら
れ
て
い
る(Brakel-Papenhuijzen 1991: 29-46)

。
こ
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
の
前
半
部
分
は
、
一
九
世
紀
の
ス
ラ
カ
ル
タ
宮
廷
で
活
躍
し
た
ロ
ン
ゴ

ワ
ル
シ
ト
が
書
い
た
擬
似
歴
史
書
『
王
の
書
』(Pustaka Raja)

に
依
拠
し
て
い

る
部
分
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
も
参
照
し
つ
つ
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
追
っ
て
い
き
た
い
。¹⁶

　
『
ガ
ム
ラ
ン
の
知
恵
の
言
葉
の
書
』
に
よ
る
と
、
ガ
ム
ラ
ン
は
天
界
の
サ
ン・ヒ
ャ

ン
・
グ
ル(Sang H

yang G
uru)

神
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
。
こ
の
神
は
そ
の
後

ジ
ャ
ワ
の
地
に
生
ま
れ
変
わ
り
、
ジ
ャ
ワ
の
王
と
な
っ
た
。
こ
の
最
初
の
ガ
ム
ラ

ン
は
ロ
カ
ナ
ン
タ(Lokananta)

も
し
く
は
ロ
カ
ナ
タ(Lokanata)

と
呼
ば
れ
、

そ
の
音
色
は
世
界
に
名
高
い
も
の
と
な
っ
た
。¹⁷
そ
の
後
、
天
界
に
空
か
ら
宝
石

が
降
り
注
ぎ
、
神
々
が
落
下
し
た
宝
石
に
祈
り
を
捧
げ
る
と
、
宝
石
は
七
人
の
天
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女(w
idadari)

に
姿
を
変
じ
た
。
そ
し
て
彼
女
た
ち
は
ロ
カ
ナ
ン
タ
の
伴
奏
に
あ

わ
せ
て
詩
を
吟
じ
な
が
ら
踊
っ
た
が
、
そ
の
踊
り
が
ブ
ド
ヨ
の
始
ま
り
で
あ
る
と

さ
れ
る
。

　

こ
の
天
界
の
踊
り
を
地
上
に
も
た
ら
し
た
の
が
、
マ
タ
ラ
ム
王
朝
の
ス
ル
タ
ン
・

ア
グ
ン
で
あ
る
。
彼
が
深
夜
、
一
人
静
か
に
祈
り(puja)

に
没
頭
し
て
い
た
時
、

突
然
、
空
か
ら
ロ
カ
ナ
ン
タ
の
妙
な
る
調
べ
が
耳
に
響
い
た
。
そ
の
調
べ
を
記
憶

に
と
ど
め
よ
う
と
努
め
る
う
ち
に
、
彼
の
脳
裏
に
は
、
神
々
の
時
代
に
ガ
ム
ラ
ン
・

ロ
カ
ナ
ン
タ
と
詩
吟
に
あ
わ
せ
て
七
人
の
天
女
が
舞
っ
た
ブ
ド
ヨ
の
こ
と
が
想
起

さ
れ
た
。
翌
朝
、
王
は
宮
廷
の
楽
師
た
ち
を
呼
び
、
ブ
ド
ヨ
の
伴
奏
と
な
る
楽
曲

の
創
作
を
命
じ
た
。
そ
の
と
き
、
突
然
、
ス
ナ
ン
・
カ
リ
ジ
ャ
ガ
が
現
れ
、
ブ
ド

ヨ
は
神(Sang H

yang Suci)

か
ら
の
贈
り
物
で
あ
り
王
の
家
宝
と
す
べ
き
と
し

て
楽
曲
の
創
作
に
賛
意
を
示
し
、
自
ら
も
作
詞
に
助
言
を
与
え
た
の
ち
、
姿
を
消

し
た
。
こ
う
し
て
イ
ス
ラ
ー
ム
聖
者
の
祝
福
を
得
て
完
成
し
た
楽
曲
ク
タ
ワ
ン
の

響
き
は
王
国
に
平
和
と
繁
栄
を
も
た
ら
し
た
。
さ
ら
に
王
は
ガ
ム
ラ
ン
の
セ
ッ
ト

を
作
ら
せ
ロ
カ
ナ
ン
タ
と
名
づ
け
た
。
そ
し
て
、
王
は
宮
廷
の
高
官
八
人
と
宰
相

の
娘
（
ま
た
は
孫
娘
）
一
人
の
あ
わ
せ
て
九
人
の
少
女
を
選
ん
で
、
ブ
ド
ヨ
を
踊

ら
せ
る
こ
と
に
し
た
。
こ
う
し
て
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
神
々
の
時
代
に
は
踊
り
子
は

七
人
で
あ
っ
た
が
、
イ
ス
ラ
ー
ム
時
代
の
マ
タ
ラ
ム
宮
廷
で
は
九
人
と
な
っ
た
。¹⁸

　

踊
り
子
た
ち
が
踊
り
の
準
備
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
突
然
、
南
海
を
統
治
し

精
霊
た
ち
の
支
配
者
で
あ
る
女
王
（
こ
こ
で
はKangjeng Ratu Kencana Sari

と
呼
ば
れ
る
）
が
ジ
ャ
ワ
式
の
花
嫁
の
姿
を
し
て
現
れ
、
自
ら
進
ん
で
踊
り
子
た

ち
に
ク
タ
ワ
ン
の
た
め
の
ブ
ド
ヨ
の
振
り
付
け
を
教
え
る
こ
と
を
申
し
出
た
。
こ

の
教
授
は
毎
日
日
没
の
あ
と
三
か
月
に
わ
た
っ
て
続
い
た
。
ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル

が
こ
れ
ほ
ど
に
ク
タ
ワ
ン
に
興
味
を
も
っ
た
の
は
、
そ
の
楽
曲
の
音
色
に
引
き
付

け
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
在
も
将
来
も
ク
タ
ワ
ン
が
演
奏
さ
れ

る
た
び
に
ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル
は
そ
の
場
を
訪
れ
る
か
ら
、
ク
タ
ワ
ン
が
演
じ
ら

れ
る
と
き
に
は
ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル
を
迎
え
る
供
物
が
捧
げ
ら
れ
、
香
が
た
か
れ
、

ブ
ド
ヨ
の
踊
り
子
た
ち
は
花
嫁
の
衣
装
を
身
に
着
け
た
清
純
な
乙
女
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。¹⁹
こ
の
よ
う
に
し
て
ブ
ド
ヨ
・
ク
タ
ワ
ン
は
王
宮
の
家
宝
と
し
て
ス

ラ
カ
ル
タ
王
宮
に
伝
承
さ
れ
、
現
在
も
王
の
即
位
記
念
日
の
祝
典
に
演
じ
ら
れ
る

と
と
も
に
、
火
曜
日
の
ク
リ
ウ
ォ
ン(Kliw

on)

の
日
ご
と
に
練
習
さ
れ
る
の
で
あ

る
。²⁰

　

以
上
が
、
ガ
ム
ラ
ン
と
ブ
ド
ヨ
・
ク
タ
ワ
ン
の
由
来
に
関
す
る
『
ガ
ム
ラ
ン
の

知
恵
の
言
葉
の
書
』
の
記
述
で
あ
る
。
こ
の
中
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、Brakel-

Papenhuijzen(1991: 43)

が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
語
る
途

中
で
、
物
語
の
舞
台
と
な
る
時
代
が
「
時
期
が
定
か
で
は
な
い
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
ジ
ャ

ワ
時
代
か
ら
時
期
が
明
確
な
イ
ス
ラ
ー
ム
時
代(jam

an keislam
an)

、
マ
タ
ラ

ム
王
国
の
時
代
、
崇
拝
さ
れ
る
ス
ル
タ
ン
・
ア
グ
ン
の
時
代
へ
と
移
動
」
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。²¹
こ
の
よ
う
な
語
り
の
構
造
は
、
ジ
ャ
ワ
文
化
の
中
核
で
あ
る

ガ
ム
ラ
ン
と
ブ
ド
ヨ
・
ク
タ
ワ
ン
の
起
源
に
見
ら
れ
る
非
イ
ス
ラ
ー
ム
的
性
格
と

宮
廷
の
公
認
宗
教
で
あ
る
イ
ス
ラ
ー
ム
と
の
調
和
を
図
る
た
め
に
編
み
出
さ
れ
た

工
夫
で
あ
ろ
う
。
ガ
ム
ラ
ン
と
ブ
ド
ヨ
・
ク
タ
ワ
ン
は
遠
い
過
去
の
天
界
と
い
う

神
話
的
舞
台
の
中
で
そ
の
起
源
が
語
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
古
典
と
し
て
の
位
置

を
獲
得
し
て
い
る
が
、
こ
の
天
界
に
現
れ
る
グ
ル
神
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
シ
ヴ
ァ

神
の
別
称
で
あ
る
。
さ
ら
に
、『
プ
ス
タ
カ
・
ラ
ジ
ャ
』
に
よ
る
と
、
宝
石
が
七
人

の
天
女
に
変
じ
た
場
面
で
は
、
天
女
た
ち
の
あ
ま
り
の
美
し
さ
に
そ
の
姿
を
も
っ

と
よ
く
見
よ
う
と
ブ
ラ
フ
マ(Sang H

yang Brahm
a)

神
は
四
つ
の
眼
を
、サ
ン・

ヒ
ャ
ン
・
エ
ン
ド
ラ(Sang H

yang Èndra)

神
は
百
の
眼
を
現
出
さ
せ
た
こ
と
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が
語
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
ブ
ラ
フ
マ
神
と
サ
ン
・
ヒ
ャ
ン
・
エ
ン
ド
ラ
神
は
ヒ

ン
ド
ゥ
ー
教
の
ブ
ラ
フ
マ
ー
神
、
イ
ン
ド
ラ
神
で
あ
り
、
天
女
の
美
し
さ
を
讃
嘆

す
る
あ
ま
り
神
々
が
眼
を
生
や
す
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
由
来
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
叙

事
詩
『
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
』
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
。²²
こ
の
よ
う
に
、
ガ
ム
ラ
ン

と
ブ
ド
ヨ
が
生
ま
れ
た
天
界
は
き
わ
め
て
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
ジ
ャ
ワ
的
な
性
格
を
帯

び
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

　

グ
ル
神
が
生
ま
れ
変
わ
っ
て
ジ
ャ
ワ
の
王
と
な
り
、
ジ
ャ
ワ
の
王
統
の
始
祖
と

な
る
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
『
ジ
ャ
ワ
年
代
記
』
に
も
語
ら
れ
て
お
り
、
ジ
ャ
ワ

の
王
統
の
中
心
的
な
観
念
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
、
遠
い
過
去
の
楽
曲
と
舞

踊
は
、
ス
ル
タ
ン
・
ア
グ
ン
が
そ
れ
ら
を
想
起
し
て
創
作
を
命
じ
る
と
い
う
再
創

造
の
過
程
を
経
て
初
め
て
同
時
代
の
楽
曲
と
舞
踊
に
な
る
。
こ
の
と
き
、
九
聖
人

の
一
人
カ
リ
・
ジ
ャ
ガ
が
祝
福
を
与
え
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
語
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
こ
の
楽
曲
が
イ
ス
ラ
ー
ム
に
よ
っ
て
も
是
認
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
認

識
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
再
創
造
の
過
程
で
重
要
な
働
き
を
し
て
い
る

の
が
、
ブ
ド
ヨ
の
振
り
付
け
を
教
授
し
た
ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル
で
あ
る
。
ラ
ト
ゥ
・

キ
ド
ゥ
ル
が
ク
タ
ワ
ン
の
音
色
に
魅
入
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
な
に
よ
り

も
ブ
ド
ヨ
の
振
り
付
け
を
教
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
彼
女
と
ヒ

ン
ド
ゥ
ー
・
ジ
ャ
ワ
的
な
も
の
と
の
親
和
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
ジ
ャ

ワ
年
代
記
』
と
同
じ
く
、
ジ
ャ
ワ
の
精
霊
の
支
配
者
で
あ
る
ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル

が
花
嫁
姿
で
あ
ら
わ
れ
、
王
に
捧
げ
ら
れ
た
少
女
の
踊
り
子
た
ち
に
振
り
付
け
を

教
え
た
と
い
う
こ
と
は
、
ジ
ャ
ワ
の
精
霊
た
ち
が
霊
的
結
婚
を
通
じ
て
マ
タ
ラ
ム

王
朝
の
王
に
対
し
て
恭
順
の
意
を
示
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
興
味
深
い
こ
と

に
『
ガ
ム
ラ
ン
の
知
恵
の
言
葉
の
書
』
は
ブ
ド
ヨ
舞
踊
の
効
用
と
し
て
、
ジ
ャ
ワ

文
化
の
知
識
と
く
に
瞑
想
へ
至
る
手
段
や
楽
曲
の
知
識
の
習
得
と
並
ん
で
様
々
な

戦
闘
陣
形
の
習
得
を
挙
げ
て
い
る(Brakel-Papenhuijzen 1991: 41)

。
こ
れ
は
、

セ
ナ
パ
テ
ィ
が
ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル
か
ら
国
家
統
治
の
術
を
学
ん
だ
こ
と
を
想
起

す
れ
ば
容
易
に
了
解
で
き
よ
う
。
競
合
す
る
他
の
イ
ス
ラ
ー
ム
王
国
や
バ
タ
ビ
ア

に
拠
点
を
置
い
た
オ
ラ
ン
ダ
勢
力
と
の
戦
闘
が
続
い
た
マ
タ
ラ
ム
王
家
に
と
っ
て
、

戦
争
に
勝
つ
方
策
は
他
の
何
に
も
ま
し
て
重
要
な
知
識
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

ブ
ド
ヨ
・
ク
タ
ワ
ン
は
ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル
が
関
わ
っ
た
マ
タ
ラ
ム
王
家
の
舞

踊
と
し
て
唯
一
の
も
の
で
は
な
い
。
ス
ラ
カ
ル
タ
宮
廷
の
サ
パ
ル
ダ
ル
・
ハ
ル
ド

ス
カ
ル
ト(Sapardal H

ardosoekarto)

に
よ
っ
て
一
九
二
五
年
に
出
版
さ
れ
た

『
ス
ラ
ッ
ト
・
テ
ィ
テ
ィ
・
ア
ス
リ
』(Serat Titi A

sri)

に
よ
れ
ば
、
ブ
ド
ヨ
・

ガ
ド
ゥ
ン
・
ム
ラ
テ
ィ(Bedhaya G

adhung M
lathi)

は
、
ス
ル
タ
ン
・
ア
グ

ン
が
南
海
の
宮
殿
で
ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル
と
出
会
っ
た
と
き
に
創
作
さ
れ
た
と
い

う(Brakel-Papenhuijzen 1991: 30, 50-54)

。
ス
ル
タ
ン
・
ア
グ
ン
は
一
人

の
楽
師
を
と
も
な
っ
て
海
底
の
宮
殿
に
赴
き
、
ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル
と
歓
談
す
る
。

ス
ル
タ
ン
・
ア
グ
ン
は
楽
師
に
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
叙
事
詩
『
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
』
の
一

節
を
語
る
ワ
ヤ
ン
・
ベ
ベ
ル
を
演
じ
さ
せ
た
あ
と
、
そ
の
物
語
に
着
想
を
得
た
楽

曲
を
楽
師
に
作
曲
さ
せ
る
。²³
ス
ル
タ
ン
・
ア
グ
ン
は
女
王
と
床
を
共
に
し
た
あ

と
、
別
れ
を
告
げ
て
立
ち
去
る
が
、
別
れ
を
惜
し
む
女
王
の
悲
嘆
に
哀
れ
を
感
じ

た
王
は
、彼
女
の
心
情
を
楽
曲
に
付
け
る
詩
の
中
に
歌
い
込
ん
だ
。
こ
れ
が
ブ
ド
ヨ・

ガ
ド
ゥ
ン
・
ム
ラ
テ
ィ
の
由
来
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
見
た
例
と
は
異
な
り
、『
ス

ラ
ッ
ト
・
テ
ィ
テ
ィ
・
ア
ス
リ
』
に
描
か
れ
る
ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル
は
、
南
海
の

海
底
の
宮
殿
の
主
で
あ
る
こ
と
を
別
に
す
る
と
精
霊
の
支
配
者
と
し
て
の
権
威
を

示
し
て
い
な
い
。
ス
ル
タ
ン
・
ア
グ
ン
に
対
し
て
は
き
わ
め
て
受
け
身
の
態
度
に

終
始
し
て
い
る
し
、
ブ
ド
ヨ
の
創
作
自
体
に
は
ま
っ
た
く
関
わ
っ
て
い
な
い
。
ブ

ド
ヨ
・
ガ
ド
ゥ
ン
・
ム
ラ
テ
ィ
の
創
作
は
ひ
と
え
に
ス
ル
タ
ン
・
ア
グ
ン
の
主
導
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の
も
と
に
進
め
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、こ
の
ブ
ド
ヨ
の
着
想
が
や
は
り
ヒ
ン
ド
ゥ
ー・

ジ
ャ
ワ
の
叙
事
詩
か
ら
得
ら
れ
て
い
る
点
に
は
、
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

ス
ル
タ
ン
・
ア
グ
ン
と
ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル
の
関
係
に
つ
い
て
の
伝
承
は
ジ
ョ

グ
ジ
ャ
カ
ル
タ
の
ス
ル
タ
ン
宮
廷
に
も
あ
る
。
ワ
シ
ス
ト
・
ス
ロ
ジ
ョ
デ
ィ
ニ
ン

ラ
ッ
ト(W

asisto Surojodiningrat 1971: 17)

は
ス
ル
タ
ン
宮
廷
の
舞
踊
ブ
ド

ヨ
・
ス
マ
ン(Bedhaya Sem

ang)

に
言
及
し
て
、
ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル
と
ス
ル

タ
ン
・
ア
グ
ン
の
出
会
い
の
伝
承
を
後
世
に
残
す
た
め
に
作
ら
れ
た
舞
踊
と
す
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル
は
ス
ル
タ
ン
・
ア
グ
ン
と
偶
々
海
辺
で
出

会
い
、
二
人
は
た
ち
ま
ち
惹
か
れ
あ
い
、
女
王
は
ス
ル
タ
ン
・
ア
グ
ン
を
海
底
の

宮
殿
へ
導
き
、
二
人
は
そ
こ
で
時
を
過
ご
し
た
。
そ
こ
へ
聖
者
ス
ナ
ン
・
カ
リ
ジ
ャ

ガ
が
現
れ
、
女
王
が
普
通
の
人
間
で
は
な
い
こ
と
、
彼
女
の
永
遠
の
美
し
さ
は
月

と
同
じ
よ
う
に
満
月
の
と
き
に
は
年
若
い
乙
女
の
よ
う
だ
が
、
そ
の
後
は
老
女
の

よ
う
に
衰
え
る
こ
と
を
伝
え
、
ス
ル
タ
ン
に
対
し
て
王
国
と
人
民
に
対
す
る
義
務

を
果
た
す
た
め
に
宮
廷
へ
戻
る
よ
う
忠
告
す
る
。
そ
れ
に
応
え
て
ス
ル
タ
ン
が
女

王
の
も
と
を
去
る
と
き
、
女
王
は
ス
ル
タ
ン
に
対
し
て
、
マ
タ
ラ
ム
王
国
が
危
難

に
陥
っ
た
と
き
、彼
と
そ
の
子
孫
を
彼
女
が
常
に
保
護
す
る
と
い
う
約
束
を
与
え
る
。

　

こ
の
テ
キ
ス
ト
で
は
、
ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル
は
ブ
ド
ヨ
の
題
材
に
こ
そ
な
っ
て

い
る
が
、
ブ
ド
ヨ
自
体
の
創
作
に
は
か
か
わ
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
ジ
ャ

ワ
の
精
霊
の
統
治
者
と
し
て
の
ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル
の
側
面
は
影
を
潜
め
、
彼
女

の
女
性
「
性
」
が
い
っ
そ
う
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、ス
ナ
ン・カ
リ
ジ
ャ

ガ
の
警
告
は
ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル
に
対
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
側
の
警
戒
感
を
よ
く
表

し
て
い
る
。
ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル
の
女
性
「
性
」
と
イ
ス
ラ
ー
ム
側
か
ら
の
警
告

は
、
一
八
七
二
年
に
ジ
ョ
グ
ジ
ャ
カ
ル
タ
の
ス
ル
タ
ン
・
ハ
ム
ン
ク
ブ
ウ
ォ
ノ
七

世
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
と
さ
れ
る
『
バ
バ
ッ
ド
・
ニ
テ
ィ
ッ
ク
』(Babad N

itik)

に
も
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
ス
ル
タ
ン
・
ア
グ
ン
は
森
の
中
で
瞑
想

し
て
い
る
と
き
に
初
め
て
ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル(

こ
こ
で
は
デ
ウ
ィ
・
ラ
ラ
サ
テ
ィ

と
呼
ば
れ
て
い
る)

と
遭
遇
す
る
。
彼
女
は
魅
惑
的
な
ブ
ド
ヨ
の
踊
り
で
彼
を
誘

惑
し
よ
う
と
す
る
が
、
瞑
想
に
ふ
け
る
彼
の
心
は
微
塵
も
動
か
ず
、
誘
惑
は
失
敗

す
る
。
そ
の
後
、
ス
ル
タ
ン
・
ア
グ
ン
は
祖
父
母
の
示
唆
に
従
っ
て
ラ
ト
ゥ
・
キ

ド
ゥ
ル
と
結
婚
し
、
彼
女
か
ら
魔
法
を
学
び
、
そ
の
力
を
使
っ
て
様
々
な
冒
険
を

お
こ
な
う
。
し
か
し
、最
後
に
、ラ
ト
ゥ・キ
ド
ゥ
ル
に
頼
っ
て
彼
女
の
魔
力
を
使
っ

て
い
る
か
ぎ
り
は
死
後
、
聖
地
に
埋
葬
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
と
警
告
を
受

け
る(Fischer 1994: 100-112)

。

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
ブ
ド
ヨ
に
か
か
わ
る
テ
キ
ス
ト
は
、
ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル

が
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
ジ
ャ
ワ
と
い
う
文
化
的
表
象
の
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
の
中
に
あ
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
ジ
ャ
ワ
的
文
化
と
い
う
一
つ
の
領
域
の
中
の

イ
ン
ド
的
極
に
位
置
す
る
の
が
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
神
々
だ
と
す
る
と
、
ラ
ト
ゥ
・
キ

ド
ゥ
ル
は
そ
の
中
で
ジ
ャ
ワ
的
極
に
位
置
す
る
と
言
っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
ラ

ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル
が
イ
ン
ド
的
な
も
の
と
親
和
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
、
彼
女

が
ブ
ド
ヨ
の
振
り
付
け
に
関
わ
っ
た
こ
と
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
意
味

で
こ
の
二
つ
は
両
極
に
あ
る
と
同
時
に
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
の
一
方

で
、
彼
女
の
配
下
の
第
一
の
精
霊
は
ア
ラ
ビ
ア
語
起
源
の
ジ
ン
の
名
で
呼
ば
れ
て

お
り
、
ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル
の
存
在
自
体
が
イ
ス
ラ
ー
ム
的
枠
組
み
を
前
提
に
し

た
う
え
で
許
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
明
か
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ジ
ャ
ワ
人
に

と
っ
て
ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル
が
イ
ス
ラ
ー
ム
的
原
理
に
は
還
元
さ
れ
え
な
い
ジ
ャ

ワ
的
原
理
を
示
す
表
象
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
そ
の
こ
と
を
よ
り
鮮
明

に
表
し
て
い
る
例
と
し
て
、
次
節
で
は
『
ウ
ェ
ダ
タ
マ
』
を
取
り
上
げ
た
い
。



51

̶̶̶̶　文化表象としての〈イスラーム〉　̶̶̶̶

五　
 『

ウ
ェ
ダ
タ
マ
』
に
語
ら
れ
た
ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル

　

イ
ス
ラ
ー
ム
と
王
家
と
の
関
係
の
中
で
ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル
が
一
九
世
紀
の
ジ
ャ

ワ
の
宮
廷
人
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
か
は
、
倫
理
的
教
訓
詩

『
ウ
ェ
ダ
タ
マ
』(W

edatam
a)

が
手
が
か
り
に
な
る
。²⁴
こ
の
作
品
の
作
者
は
マ

ン
ク
ヌ
ガ
ラ
四
世
（
在
位
一
八
五
三
年
〜
八
一
年
）
で
あ
る
。
マ
タ
ラ
ム
王
朝
は

一
七
五
五
年
に
分
裂
し
て
ス
ラ
カ
ル
タ
の
ス
ス
フ
ナ
ン
王
家
と
ジ
ョ
グ
ジ
ャ
カ
ル

タ
の
ス
ル
タ
ン
王
家
が
並
立
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
の
ス
ス
フ
ナ
ン
王
家
か

ら
さ
ら
に
分
家
し
た
の
が
マ
ン
ク
ヌ
ガ
ラ
王
家
で
あ
る
。
直
系
の
ス
ス
フ
ナ
ン
王

家
や
ス
ル
タ
ン
王
家
に
は
及
ば
な
い
も
の
の
、
マ
タ
ラ
ム
王
家
の
血
統
に
属
す
る

王
家
と
し
て
権
威
は
高
い
。
作
者
で
あ
る
四
世
は
当
代
随
一
の
文
学
者
ロ
ン
ゴ
ワ

ル
シ
ト
を
師
匠
と
し
て
文
学
を
学
び
、
ジ
ャ
ワ
宮
廷
文
学
の
育
成
に
努
め
る
と
と

も
に
、自
ら
も
多
く
の
作
品
を
遺
し
た
が
、そ
の
代
表
作
の
一
つ
が
『
ウ
ェ
ダ
タ
マ
』

で
あ
る
。『
ウ
ェ
ダ
タ
マ
』
は
マ
チ
ャ
パ
ッ
ト
と
呼
ば
れ
る
ジ
ャ
ワ
語
の
韻
律
詩
の

ジ
ャ
ン
ル
に
属
し
て
い
る
。
マ
チ
ャ
パ
ッ
ト
に
は
十
一
種
類
の
韻
律
が
使
わ
れ
る

が
、
全
部
で
百
詩
節
か
ら
な
る
『
ウ
ェ
ダ
タ
マ
』
で
は
そ
の
う
ち
の
五
種
が
使
わ

れ
て
い
る
。
ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル
に
言
及
が
あ
る
の
は
、
マ
タ
ラ
ム
王
家
の
創
建

者
に
し
て
初
代
の
王
で
あ
る
セ
ナ
パ
テ
ィ
の
事
績
を
語
る
部
分
の
中
の
第
一
五
〜

二
一
節
で
あ
る
。
使
わ
れ
て
い
る
韻
律
は
シ
ノ
ム(sinom

)

で
あ
る
が
、
こ
れ
は

簡
潔
に
し
て
静
粛
、
平
穏
な
気
分
で
教
訓
を
述
べ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
と
さ
れ
て
い

る(Serat W
edatam

a 1991: 12)

。
以
下
は
、
館
を
出
立
し
て
人
気
の
な
い
寂

し
い
場
所
で
瞑
想
に
専
心
す
る
セ
ナ
パ
テ
ィ
の
も
と
へ
ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル
が
訪

れ
る
場
面
で
あ
る(Robson 1990: 26-29)

。

17 

﹇
セ
ナ
パ
テ
ィ
は
﹈
居
館
よ
り
出
で
て
、
侘
び
し
き
地
を
彷
徨
う
つ
ど
に
、

自
ら
の
求
め
ん
と
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
せ
ん
た
め
、
奥
義
の
道
を
究
め

ん
と
す
る
。
心
の
静
寂
と
誠
の
菩
提
を
欲
し
て
、
善
き
徳
の
行
い
を
為
さ

ん
と
す
る
。
海
辺
に
て
修
行
す
る
さ
な
か
に
、穏
や
か
な
る
天
徴(w

ahyu)

が
彼
に
来
た
る
。

18　

 

海
辺
を
見
渡
し
、彼
は
海
を
統
べ
る
者
と
な
ら
ん
。
そ
の
と
き
、カ
ン
ジ
ェ

ン
・
ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル
は
す
み
や
か
に
上
が
り
来
た
り
て
、
彼
の
前
に

か
し
ず
く
。
そ
の
威
儀
は
マ
タ
ラ
ム
の
丈
夫
﹇
セ
ナ
パ
テ
ィ
﹈
に
劣
れ
り
。

19　

心
よ
り
彼
女
は
彼
の
伴
侶
と
し
て
結
ば
れ
ん
こ
と
を
望
む
。
幽
界
の
奥
深

く
、
彼
が
寂
し
き
地
に
繁
く
訪
れ
し
つ
ど
に
。
彼
が
決
め
し
こ
と
は
何
事

も
成
し
遂
げ
ん
こ
と
を
誓
い
し
。
彼
女
の
望
み
は
た
だ
彼
の
瞑
想
の
余
得

に
預
か
る
こ
と
。
た
と
え
、
粉
骨
砕
身
の
労
苦
も
厭
わ
ず
。

20　

将
来
の
子
々
孫
々
に
至
る
約
束
を
交
わ
せ
し
。
か
く
し
て
、
こ
の
丈
夫
の

家
系
は
、
精
神
一
到
の
努
力
を
な
せ
ば
、
何
事
も
望
み
し
こ
と
が
す
み
や

か
に
叶
う
と
。
マ
タ
ラ
ム
の
丈
夫
に
授
け
ら
れ
し
こ
の
恩
寵
は
今
に
至
る

ま
で
あ
り
。
代
々
の
彼
の
血
族
は
等
し
く
そ
の
威
力
を
受
け
る
。

こ
の
『
ウ
ェ
ダ
タ
マ
』
全
体
の
基
調
は
、
マ
ン
ク
ヌ
ガ
ラ
王
家
の
子
弟
に
対
す
る

道
徳
教
育
の
書
と
い
っ
て
よ
い
が
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
マ
タ
ラ
ム
王
家
の
始

祖
セ
ナ
パ
テ
ィ
を
賛
美
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
生
き
方
を
範
例
と
す
る
こ
と
を

説
い
て
い
る
。
そ
の
セ
ナ
パ
テ
ィ
と
ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル
と
の
邂
逅
は
歴
史
的
な

偶
発
事
件
と
し
て
語
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル
が
セ
ナ
パ
テ
ィ

に
与
え
た
約
束
を
通
じ
て
、
セ
ナ
パ
テ
ィ
の
子
孫
に
与
え
ら
れ
る
は
ず
の
神
秘
的

保
護
の
保
証
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、『
ウ
ェ
ダ
タ
マ
』
が
セ
ナ
パ
テ
ィ
の
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威
厳
を
強
調
し
、
ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル
を
矮
小
気
味
に
描
い
て
い
る
こ
と
を
別
に

す
れ
ば
、『
ウ
ェ
ダ
タ
マ
』
の
語
り
は
『
ジ
ャ
ワ
年
代
記
』
の
語
り
を
簡
潔
に
要
約

し
た
も
の
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
『
ウ
ェ
ダ
タ
マ
』
の
語
り
が
『
ジ
ャ
ワ
年
代
記
』
の
繰
り
返
し
に
終
わ
っ

て
い
な
い
の
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
に
対
抗
す
る
原
理
と
し
て
の
ジ
ャ
ワ
的
な
生
き
方

を
明
示
的
に
称
揚
し
て
い
る
点
で
あ
る
。『
ウ
ェ
ダ
タ
マ
』
が
書
か
れ
た
時
代
は
オ

ラ
ン
ダ
植
民
地
支
配
が
確
立
し
た
時
代
で
あ
り
セ
ナ
パ
テ
ィ
の
全
盛
期
の
栄
光
を

望
む
べ
く
も
な
い
こ
と
は
同
時
代
人
の
目
に
は
あ
き
ら
か
で
あ
っ
た
。
若
い
世
代

の
中
に
は
植
民
地
支
配
に
対
抗
す
る
原
理
と
し
て
イ
ス
ラ
ー
ム
を
称
揚
し
、
預
言

者
ム
ハ
ン
マ
ド
の
生
き
方
を
真
似
よ
う
と
す
る
者
も
少
な
く
な
か
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
対
し
て
『
ウ
ェ
ダ
タ
マ
』
は
、
そ
れ
は
ジ
ャ
ワ
人
本
来
の

生
き
方
で
は
な
い
の
だ
と
諭
す
の
で
あ
る
。
先
の
詩
節
に
続
く
22
節
と
24
節
が
そ

の
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

22　

思
慮
な
く
生
き
る
こ
と
に
比
べ
れ
ば
ま
し
な
こ
と
な
れ
ど
、
今
の
世
で
若

者
ど
も
が
の
ぼ
せ
上
が
り
し
こ
と
は
、
預
言
者
、
世
界
の
導
き
手
、
神
の

使
徒
﹇
ム
ハ
ン
マ
ド
﹈
を
お
手
本
に
真
似
る
こ
と
。
こ
れ
を
常
々
に
誇
示

せ
ん
と
す
る
。
伺
候
す
る
と
き
に
も
、
も
し
や
奇
跡
が
起
こ
り
て
官
職
へ

の
叙
任
が
あ
ら
ん
こ
と
を
期
待
し
て﹇
礼
拝
を
し
に
﹈モ
ス
ク
に
立
ち
寄
る
。

そ
し
て
、
イ
ス
ラ
ー
ム
に
心
酔
す
る
若
者
た
ち
が
イ
ス
ラ
ー
ム
の
規
律
を
口
や
か

ま
し
く
言
う
割
に
は
イ
ス
ラ
ー
ム
を
理
解
し
て
お
ら
ず
、
ア
ラ
ビ
ア
語
の
説
教
に

も
ジ
ャ
ワ
語
の
訛
り
が
混
じ
っ
て
い
る
と
皮
肉
を
述
べ
た
あ
と
で
、
こ
う
続
け
る
。

24　

も
し
預
言
者
﹇
ム
ハ
ン
マ
ド
﹈
の
お
手
本
を
真
似
る
こ
と
に
固
執
す
る
の

で
あ
れ
ば
、
あ
あ
、
お
若
い
の
、
そ
れ
は
余
り
に
や
り
す
ぎ
ぞ
。
当
然
な

が
ら
長
く
続
く
こ
と
は
な
い
ぞ
、
お
若
い
の
。
お
前
さ
ん
が
ジ
ャ
ワ
人
で

あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
ほ
ん
の
少
し
ば
か
り
で
す
で
に
十
分
。
イ
ス
ラ
ー

ム
法
の
学
識
者
の
振
り
し
て
真
似
を
し
て
人
の
賛
辞
を
浴
び
よ
う
な
ど
と

す
る
な
か
れ
。
自
分
の
目
標
さ
え
し
っ
か
り
と
し
て
お
け
ば
、
確
か
に
神

に
祝
福
さ
れ
よ
う
。

こ
こ
で
、
ム
ハ
ン
マ
ド
の
生
き
方
を
皮
相
的
に
模
倣
す
る
者
と
し
て
非
難
さ
れ
て

い
る
対
象
は
、い
わ
ゆ
る
サ
ン
ト
リ
に
属
す
る
人
々
で
あ
ろ
う
。
サ
ン
ト
リ
は
ジ
ャ

ワ
の
各
地
に
建
て
ら
れ
た
プ
サ
ン
ト
レ
ン
を
拠
点
に
民
衆
に
対
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム

の
教
化
に
意
を
注
い
で
い
た
が
、
宮
廷
は
プ
サ
ン
ト
レ
ン
と
は
意
図
的
に
距
離
を

置
こ
う
と
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル
は
、
セ
ナ
パ
テ
ィ
を

称
揚
し
、
イ
ス
ラ
ー
ム
に
熱
中
す
る
世
代
を
批
判
す
る
『
ウ
ェ
ダ
タ
マ
』
に
あ
っ

て
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
的
原
理
へ
の
抵
抗
を
助
け
る
役
割
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

六　
お
わ
り
に
：
ジ
ャ
ワ
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
と
非
イ
ス
ラ
ー
ム
の
表
象

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
ラ
ト
ゥ・キ
ド
ゥ
ル
に
は
複
数
の
顔
が
あ
る
。『
ジ
ャ

ワ
年
代
記
』
で
は
ジ
ャ
ワ
の
幽
界
の
支
配
者
と
し
て
マ
タ
ラ
ム
の
王
と
結
婚
し
、

王
に
ジ
ャ
ワ
統
治
の
正
統
性
を
付
与
す
る
者
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ブ

ド
ヨ
に
ま
つ
わ
る
伝
承
で
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
ジ
ャ
ワ
的
起
源
を
持
つ
舞
踊
と
音
楽
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の
伝
統
を
擁
護
す
る
者
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ス
ナ
ン
・
カ

リ
ジ
ャ
ガ
か
ら
王
に
語
ら
れ
る
忠
告
は
、
ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル
の
存
在
を
容
認
し

つ
つ
も
、
そ
の
超
自
然
的
威
力
へ
の
依
存
に
反
対
す
る
と
い
う
イ
ス
ラ
ー
ム
の
立

場
を
表
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、『
ウ
ェ
ダ
タ
マ
』
で
は
、
ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル
は

イ
ス
ラ
ー
ム
へ
の
極
端
な
信
仰
に
走
ら
な
い
ジ
ャ
ワ
的
な
信
仰
の
あ
り
方
の
象
徴

と
し
て
肯
定
的
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
土
着
的
精
霊
信
仰
、

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
ジ
ャ
ワ
的
信
仰
、
そ
し
て
イ
ス
ラ
ー
ム
と
い
う
三
つ
の
信
仰
が
織

り
成
す
重
層
的
な
ジ
ャ
ワ
社
会
の
信
仰
体
系
の
中
で
ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル
は
精
霊

と
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
ジ
ャ
ワ
的
信
仰
に
寄
り
添
い
な
が
ら
イ
ス
ラ
ー
ム
に
対
抗
す
る

表
象
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル
の
こ
の
よ
う
な
位
置
づ
け
を
考
え
る
上
で
興
味
深
い
の
は
、

彼
女
の
領
域
が
海
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
近
世
以
降
の
ジ
ャ
ワ
人
に
と
っ
て
精

霊
の
拠
点
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
場
所
は
人
間
の
目
に
隠
さ
れ
た
幽
界
で
あ
り
、

具
体
的
に
は
ム
ラ
ピ
山
に
代
表
さ
れ
る
高
山
の
山
頂
部
と
イ
ン
ド
洋
に
代
表
さ
れ

る
海
洋
の
中
で
あ
る
。
も
と
も
と
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
ジ
ャ
ワ
文
化
に
お
い
て
は
山
岳

が
重
要
な
聖
地
と
認
識
さ
れ
て
い
た
が
、
近
世
以
降
に
は
ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル
の

領
域
で
あ
る
海
の
持
つ
意
味
が
重
要
性
を
増
し
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
示
唆
的
な

手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
の
が
『
デ
ワ
・
ル
チ
』(D

ew
a Ruci)

と
い
う
物
語

で
あ
る
（
セ
ノ
・
サ
ス
ト
ロ
ア
ミ
ジ
ョ
ヨ1982: 104-131

）。²⁵
こ
の
物
語
は
ヒ

ン
ド
ゥ
ー
叙
事
詩
『
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
』
の
舞
台
と
登
場
人
物
を
借
用
し
て
、
原

話
に
は
な
い
新
し
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
創
作
し
た
ジ
ャ
ワ
独
自
の
物
語
も
の
で
あ
る
。

作
ら
れ
た
正
確
な
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
物
語
の
内
容
や
テ
キ
ス
ト
の
語
彙
か

ら
見
て
イ
ス
ラ
ー
ム
時
代
に
な
っ
て
か
ら
と
さ
れ
る
。
主
人
公
は
、
叙
事
詩
の
中

心
で
あ
る
パ
ー
ン
ダ
ワ
五
人
兄
弟
の
次
男
ビ
マ
で
あ
る
。
彼
は
、
粗
野
で
は
あ
る

が
一
本
気
の
剛
直
な
つ
わ
も
の
と
し
て
ジ
ャ
ワ
で
は
現
在
で
も
人
気
が
あ
る
。

　

物
語
は
、
パ
ン
ダ
ワ
五
人
兄
弟
と
コ
ラ
ワ
兄
弟
と
の
王
権
を
め
ぐ
る
対
立
が
高

ま
り
、
決
戦
が
迫
っ
て
い
た
頃
に
始
ま
る
。
こ
の
よ
う
な
折
、
パ
ン
ダ
ワ
と
コ
ラ

ワ
の
共
通
の
師
で
あ
る
ド
ゥ
ル
ナ
か
ら
、
ビ
マ
に
対
し
て
永
遠
の
命
の
水
を
探
し

求
め
る
よ
う
命
令
が
だ
さ
れ
る
。
実
は
、
ド
ゥ
ル
ナ
は
密
か
に
コ
ラ
ワ
と
通
じ
て

お
り
、
や
が
て
来
る
戦
い
に
備
え
て
手
強
い
ビ
マ
を
亡
き
者
に
し
て
お
こ
う
と
い

う
は
か
り
ご
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
が
向
か
う
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
チ
ャ
ン
ド

ラ
ム
カ
山
の
井
戸
に
は
生
命
の
水
は
な
く
、
返
っ
て
そ
こ
を
護
っ
て
い
た
二
人
の

ラ
ク
サ
サ
（raksasa

巨
大
な
悪
鬼
）
が
ビ
マ
を
襲
う
。
し
か
し
、
こ
の
二
人
は
実

は
、
呪
い
を
か
け
ら
れ
て
天
界
か
ら
地
上
に
異
形
の
者
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
っ
た

イ
ン
ド
ラ
神
と
バ
ユ
神
（
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
風
神
）
で
あ
っ
た
。
生
還
し
た
ビ
マ
は
、

今
度
は
、
ド
ゥ
ル
ナ
か
ら
パ
ラ
サ
ラ
の
森
へ
行
く
よ
う
に
命
じ
ら
れ
る
が
、
こ
こ

で
は
蛇
の
ラ
ク
サ
サ
に
遭
遇
す
る
。
こ
れ
は
夫
の
グ
ル
神
に
呪
わ
れ
て
姿
を
変
え

た
后
の
女
神
で
あ
っ
た
。
再
び
生
還
し
て
き
た
ビ
マ
に
対
し
て
、
ド
ゥ
ル
ナ
は
こ

れ
ま
で
の
目
的
地
は
ビ
マ
の
忠
誠
心
と
力
量
を
試
す
た
め
の
試
練
で
あ
っ
て
、
生

命
の
水
の
真
の
所
在
地
は
、
荒
れ
る
南
海
の
海
中
に
あ
る
と
告
げ
る
。
ビ
マ
は
す

ぐ
さ
ま
海
岸
へ
と
向
か
い
海
中
へ
入
る
。
海
中
で
は
生
命
の
水
を
護
る
大
蛇
と
戦

う
が
、
そ
の
大
蛇
を
か
ろ
う
じ
て
倒
し
た
と
き
、
デ
ワ
・
ル
チ
が
出
現
す
る
。
そ

れ
は
子
ど
も
の
よ
う
に
小
さ
な
、
し
か
し
ビ
マ
と
全
く
同
形
の
姿
を
し
て
い
た
。

デ
ワ
・
ル
チ
は
唯
一
神(Sang H

yang M
aha Esa)

を
象
徴
し
、
ビ
マ
は
全
人
類

を
象
徴
す
る
と
い
う
。
ビ
マ
は
デ
ワ
・
ル
チ
か
ら
「
生
の
本
質
も
し
く
は
完
全
性

に
か
ん
す
る
応
分
の
教
訓
」
を
受
け
た
の
ち
、
そ
の
左
耳
の
穴
か
ら
体
内
に
入
り
、

そ
こ
で
彼
は
全
宇
宙
を
見
る
。
ミ
ク
ロ
・
コ
ス
モ
ス
と
マ
ク
ロ
・
コ
ス
モ
ス
の
対

応
を
示
す
こ
の
場
面
は
、
神
と
人
間
の
合
一
の
象
徴
的
な
描
写
で
あ
る
。
ビ
マ
は



54

そ
の
後
、
国
へ
戻
り
、
ビ
マ
・
ス
チ
（Bim

a Suci

聖
な
る
ビ
マ
）
の
称
号
を
得
て
、

宗
教
の
師
と
な
る
。

　

こ
の
物
語
は
、
真
理
を
求
め
る
求
道
者
と
そ
の
真
理
と
の
究
極
の
合
一
を
語
る

神
秘
主
義
的
性
格
を
持
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
真
理
を
獲
得
す

る
場
所
が
山
岳
で
は
な
く
海
洋
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
も
と
も
と『
マ
ハ
ー

バ
ー
ラ
タ
』
で
は
神
の
恩
寵
を
求
め
て
修
行
の
旅
に
で
る
人
物
は
パ
ン
ダ
ワ
兄
弟

の
三
男
ア
ル
ジ
ュ
ナ(A

rjuna)

で
あ
り
、修
行
の
場
所
は
世
界
の
中
心
で
あ
る
メ
ー

ル
山
の
山
頂
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
ジ
ャ
ワ
時
代
に
書
か
れ
た

古
ジ
ャ
ワ
語
作
品
『
ア
ル
ジ
ュ
ナ
・
ヴ
ィ
ヴ
ァ
ー
ハ
』(A

rjunavivāha)

の
設
定

で
も
あ
る
。
し
か
し
、
イ
ン
ド
的
物
語
を
再
構
築
し
た
『
デ
ワ
・
ル
チ
』
は
、
イ

ン
ド
的
な
語
り
の
因
習
か
ら
脱
し
て
お
り
、
山
中
に
お
い
て
は
偽
り
の
真
理
し
か

な
く
、
海
中
に
お
い
て
は
じ
め
て
真
理
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
こ

の
変
化
の
背
景
に
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
伝
来
に
よ
っ
て
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
的
信
仰
の
権

威
が
消
失
し
、
メ
ー
ル
山
ま
た
は
そ
れ
に
対
応
す
る
聖
な
る
山
の
信
仰
的
地
位
が

低
下
し
、
そ
の
一
方
で
海
洋
の
地
位
が
相
対
的
に
上
昇
し
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、イ
ン
ド
的
物
語
に
お
け
る
メ
ー
ル
山
か
ら『
デ
ワ・ル
チ
』を
経
て
ラ
ト
ゥ・

キ
ド
ゥ
ル
の
物
語
へ
至
る
聖
な
る
空
間
の
移
動
は
、
山
岳
か
ら
海
洋
へ
と
い
う
地

理
的
空
間
の
変
化
に
と
ど
ま
ら
ず
、
世
界
の
中
心
と
い
う
グ
ロ
ー
バ
ル
な
座
標
軸

か
ら
ジ
ャ
ワ
の
海
と
い
う
ロ
ー
カ
ル
な
座
標
軸
へ
の
変
化
と
い
う
意
味
を
持
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
現
代
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
ア
バ
ン
ガ
ン
か
ら
サ
ン
ト

リ
へ
と
人
々
の
信
仰
の
あ
り
方
が
大
き
く
変
わ
り
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ

と
は
ジ
ャ
ワ
の
土
着
的
信
仰
が
衰
退
し
、
有
効
性
を
ま
っ
た
く
失
っ
た
と
い
う

わ
け
で
は
な
い
。
ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル
へ
の
信
仰
も
、
け
っ
し
て
過
去
の
遺
物

で
は
な
く
、
現
在
に
も
生
き
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
示
す
も
っ
と
も
顕
著
な
例
は

ジ
ョ
グ
ジ
ャ
カ
ル
タ
宮
廷
の
ス
ル
タ
ン
が
お
こ
な
う
、
王
国
を
守
護
す
る
精
霊
た

ち
に
対
す
る
奉
献
儀
礼
ラ
ブ
ハ
ン(labuhan)

で
あ
ろ
う(Tim

 Proyek 1989; 
Triyoga 1991)

。
セ
ナ
パ
テ
ィ
が
ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル
と
の
関
係
を
記
念
し
て

彼
女
に
対
す
る
供
物
を
南
海
に
捧
げ
た
こ
と
が
起
源
と
さ
れ
、
以
後
、
マ
タ
ラ
ム

朝
の
代
々
の
王
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
一
七
五
五
年
の
マ
タ
ラ
ム
朝
分
裂
の
後
は

ジ
ョ
グ
ジ
ャ
カ
ル
タ
の
ス
ル
タ
ン
宮
廷
に
引
き
継
が
れ
た(Tim

 Proyek 1989: 
48)

。
現
在
は
、
通
例
、
ジ
ャ
ワ
暦
に
基
づ
い
て
年
に
一
回
ス
ル
タ
ン
の
誕
生
日

に
あ
わ
せ
て
、
ジ
ョ
グ
ジ
ャ
カ
ル
タ
の
南
方
の
イ
ン
ド
洋
に
面
し
た
パ
ラ
ン
ク
ス

モ(Parangkusum
o)

、
北
方
の
ム
ラ
ピ
山(M

erapi)

、
東
方
の
ラ
ウ
山(Law

u)

に
対
し
て
奉
献
が
行
わ
れ
る
が
、
も
っ
と
も
重
要
な
も
の
が
パ
ラ
ン
ク
ス
モ
お
け

る
ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル
に
対
す
る
奉
献
で
あ
る
。
ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル
へ
の
供
物

と
し
て
花
や
貨
幣
の
他
に
ス
ル
タ
ン
自
身
の
衣
服
、
髪
の
毛
、
切
っ
た
爪
な
ど
が

用
意
さ
れ
、
セ
ナ
パ
テ
ィ
が
ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル
に
出
会
っ
た
と
さ
れ
る
パ
ラ
ン

ク
ス
モ
の
海
岸
ま
で
運
ば
れ
る
。
ス
ル
タ
ン
の
髪
の
毛
と
爪
は
砂
浜
に
埋
め
ら
れ
、

供
物
は
容
器
に
入
れ
ら
れ
て
、
イ
ン
ド
洋
の
海
中
へ
と
投
げ
込
ま
れ
る
。
ラ
ト
ゥ
・

キ
ド
ゥ
ル
は
そ
の
中
か
ら
花
や
硬
貨
な
ど
は
受
け
取
り
、
残
り
の
供
物
は
海
岸
へ

と
送
り
返
す
と
い
う
。
ラ
ブ
ハ
ン
は
宮
廷
の
儀
礼
で
あ
る
が
、
宮
廷
の
外
で
行
わ

れ
こ
と
も
あ
り
、
多
く
の
ジ
ャ
ワ
人
が
見
物
に
訪
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
自
分
た

ち
も
供
物
を
捧
げ
た
り
、
砂
浜
で
海
に
向
か
っ
て
瞑
想
に
ふ
け
っ
た
り
す
る
な
ど
、

ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル
の
恩
恵
を
願
う
行
動
を
お
こ
な
う
者
も
多
い
。

　

ラ
ブ
ハ
ン
の
よ
う
な
慣
習
は
こ
れ
ま
で
非
イ
ス
ラ
ー
ム
的
な
文
化
要
素
と
し
て

ギ
ア
ツ
の
分
類
で
言
う
ア
バ
ン
ガ
ン
や
プ
リ
ヤ
イ
の
類
型
に
分
類
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
立
場
に
立
つ
と
、
ジ
ャ
ワ
的
な
慣
習
は
正
統
的
な
イ
ス
ラ
ー
ム
の
観
点
か
ら



55

̶̶̶̶　文化表象としての〈イスラーム〉　̶̶̶̶

は
社
会
か
ら
排
除
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
近
年

の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
イ
ス
ラ
ー
ム
に
対
す
る
見
直
し
の
過
程
で
、
こ
れ
ま
で
ジ
ャ

ワ
固
有
の
文
化
要
素
と
見
な
さ
れ
て
い
た
多
く
の
慣
習
が
イ
ス
ラ
ー
ム
の
枠
組
み

の
中
で
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
と
く
に
、イ
ス
ラ
ー
ム
の
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム（
イ

ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
）
の
理
解
が
進
む
に
つ
れ
て
、
ジ
ャ
ワ
に
お
け
る
神
秘
主
義

的
実
践
に
イ
ス
ラ
ー
ム
の
視
点
か
ら
解
釈
可
能
な
部
分
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
て
い
る(Johns 1993)
。
こ
の
よ
う
な
立
場
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
あ
り
方
を

正
統
的
な
イ
ス
ラ
ー
ム
に
限
定
す
る
こ
と
な
く
、
よ
り
幅
広
い
イ
ス
ラ
ー
ム
の
あ

り
方
と
し
て
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
も
し
あ
る
社
会
に
お
い
て
文
化
的
多
様
性
を

認
め
る
こ
と
が
、
そ
の
社
会
が
直
面
す
る
変
化
や
困
難
に
対
し
て
柔
軟
か
つ
強
靭

に
対
応
で
き
る
可
能
性
を
生
み
出
す
重
要
な
要
因
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
多
義

的
な
イ
ス
ラ
ー
ム
を
認
め
る
立
場
は
ジ
ャ
ワ
社
会
に
と
っ
て
も
望
ま
し
い
も
の
と

い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
実
際
、
ジ
ャ
ワ
社
会
の
中
か
ら
、
ク
ル
ア
ー
ン
の
テ
キ
ス

ト
を
柔
軟
に
解
釈
し
、
イ
ス
ラ
ー
ム
社
会
に
お
け
る
多
文
化
的
要
素
を
認
め
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
近
代
化
す
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
け
る
寛
容
な
イ
ス
ラ
ー
ム
の
あ

り
方
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
知
識
人
の
動
き
が
、
ジ
ャ
ワ
社
会
の
伝

統
主
義
的
な
知
的
文
脈
の
中
か
ら
出
現
し
て
い
る
の
は
け
っ
し
て
偶
然
で
は
な
い

（
小
林2003; 

青
山2004

）。

　

し
か
し
、
す
べ
て
を
イ
ス
ラ
ー
ム
の
観
点
か
ら
解
釈
で
き
る
と
す
る
立
場
に
は
、

ジ
ャ
ワ
社
会
に
あ
る
土
着
的
文
化
要
素
の
微
妙
な
陰
影
を
捨
象
し
て
し
ま
う
方
向

に
進
む
可
能
性
が
常
に
潜
ん
で
い
る
。
そ
の
よ
う
な
陥
穽
を
回
避
す
る
た
め
に
も

ジ
ャ
ワ
文
化
に
対
す
る
よ
り
深
い
関
心
と
理
解
が
引
き
続
き
必
要
と
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
。
本
稿
で
は
、
ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル
を
め
ぐ
る
表
象
の
形
成
に
は
、
ジ
ャ
ワ

社
会
の
歴
史
的
発
展
の
中
で
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
ジ
ャ
ワ
的
信
仰
、
土
着
の
精
霊
信
仰
、

イ
ス
ラ
ー
ム
の
三
者
が
せ
め
ぎ
あ
っ
て
き
た
過
程
が
反
映
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
て
き
た
。
そ
れ
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
と
い
う
普
遍
的
文
化
に
対
し
て
ジ
ャ
ワ

の
土
着
的
、
固
有
的
文
化
が
ど
の
よ
う
に
折
り
合
い
を
つ
け
て
い
く
の
か
、
そ
の

交
渉
の
焦
点
に
ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル
の
表
象
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ラ

ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル
の
表
象
の
形
成
自
体
は
歴
史
的
な
現
象
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
そ
の
背
後
に
あ
る
の
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
普
遍
的
な
原
理
へ
の
回
帰
を
志
向

す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
と
イ
ス
ラ
ー
ム
の
枠
組
み
の
中
で
土
着
の
論
理
を
貫
徹
し

よ
う
と
す
る
イ
ル
ム
・
ク
ジ
ャ
ウ
ェ
ン
（
ジ
ャ
ワ
主
義
）
の
相
克
と
い
う
果
て
る

こ
と
の
な
い
底
流
で
あ
る
。
こ
の
両
者
の
関
係
が
民
衆
レ
ベ
ル
で
は
ど
の
よ
う
な

様
相
を
帯
び
て
い
た
の
か
、
そ
し
て
、
今
後
の
ジ
ャ
ワ
社
会
で
ど
の
よ
う
な
変
化

を
遂
げ
て
い
く
の
か
つ
い
て
は
、こ
れ
か
ら
も
考
察
を
続
け
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

注１　

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
は
け
っ
し
て
一
様
な
存
在
で
は
な
い
。
た
と

え
ば
見
市(2004)

を
見
よ
。
本
稿
が
扱
う
ジ
ャ
ワ
人
は
、
伝
統
的
イ
ス
ラ
ー
ム
が

優
勢
な
中
ジ
ャ
ワ
州
お
よ
び
ジ
ョ
グ
ジ
ャ
カ
ル
タ
特
別
州
か
ら
東
ジ
ャ
ワ
州
に
か

け
て
居
住
し
て
い
る
。

２　

本
稿
で
は
、
現
代
ジ
ャ
ワ
語
の
カ
タ
カ
ナ
表
記
は
以
下
の
よ
う
に
取
り
扱
っ
た
。

中
部
ジ
ャ
ワ
の
標
準
的
な
ジ
ャ
ワ
語
で
は
、
語
末
の
音
節
が
開
音
節
のa

で
あ
る

と
き
、a

は
円
唇
音
化
し
、
さ
ら
に
、
語
末
か
ら
二
番
目
の
音
節
も
開
音
節
のa

で
あ
れ
ば
、
そ
れ
も
円
唇
音
化
す
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、sena

と

pati
の
合
成
で
あ
るsenapati

は
、sena

のa

が
円
唇
音
化
す
る
の
で
、
セ
ノ

パ
テ
ィ
と
発
音
さ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
ロ
ン
ゴ
ワ
ル
シ
ト(Ronggow

arsito)

や

ブ
ド
ヨ(bedhaya)

の
よ
う
に
慣
習
的
に
通
用
し
て
い
る
表
現
を
除
き
、「
セ
ナ
パ
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テ
ィ
」
の
よ
う
に
ロ
ー
マ
字
つ
づ
り
の
ま
ま
カ
タ
カ
ナ
表
記
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
た
。

３　

ギ
ア
ツ
の
『
ジ
ャ
ワ
の
宗
教
』
対
す
る
こ
れ
ら
二
つ
の
批
判
に
つ
い
て
は
青
山

(2004)

で
よ
り
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。

４　
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
、
カ
ト
リ
ッ
ク
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
、

仏
教
の
五
宗
教
が
政
府
公
認
で
あ
り
、
こ
れ
ら
以
外
の
宗
教
は
認
め
ら
れ
な
い
。

５　

ス
ハ
ル
ト
体
制
期
に
お
け
る
社
会
の
イ
ス
ラ
ー
ム
化
に
つ
い
て
は
中
村
光
男

(1994)

を
見
よ
。

６　
『
マ
レ
ー
年
代
記
』
と
同
様
な
記
事
は
『
パ
サ
イ
年
代
記
』
に
も
見
る
こ
と
が
で

き
る
（
野
村2001: 43-47
）。

７　
イ
ス
ラ
ー
ム
の
礼
拝
の
動
作
に
は
立
っ
た
姿
勢
か
ら
平
伏
ま
で
の
一
定
の
手
順
が
あ
る
。

８　

本
稿
で
は
、
一
八
七
四
年
に
作
成
さ
れ
た
散
文
版
で
あ
る
い
わ
ゆ
るM

einsm
a

版(Ras 1987)

と
異
本
の
一
つRadyapustaka no. 128(Soew

ito-Santoso 
1979)

を
参
照
す
る
。

９　

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
こ
の
チ
ャ
ン
パ
を
ス
マ
ト
ラ
島
北
端
の
ア
チ
ェ
に
現
存
す

る
地
名Jeum

pa

に
比
定
す
る
説
が
あ
る
。
た
と
え
ばEnsiklopedi N

asional 
Indonesia

の
「Am

pel, Sunan

」
の
項
の
記
述
に
見
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

確
か
に
地
理
的
な
関
係
か
ら
見
れ
ば
西
方
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
と
ジ
ャ
ワ
の
中
間
に

あ
る
ア
チ
ェ
で
あ
る
可
能
性
は
あ
る
が
、
年
代
記
に
お
い
て
は
地
名
、
と
く
に
ジ
ャ

ワ
世
界
の
外
の
地
名
が
必
ず
し
も
地
理
学
的
現
実
の
記
述
を
目
的
と
す
る
も
の
で

は
な
く
、
ジ
ャ
ワ
と
の
文
化
的
・
政
治
的
関
係
の
表
現
で
あ
る
こ
と
に
注
意
す
る

必
要
が
あ
る
。

10　

来
訪
者
の
名
前
ブ
ラ
ヒ
ム
・
ア
ス
マ
ラ
は
、
第
一
要
素
ブ
ラ
ヒ
ム(

イ
ブ
ラ
ヒ
ム)

が
ア
ラ
ビ
ア
語
、
第
二
要
素
が
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
由
来
の
ジ
ャ
ワ
語
に
由
来
し
て

お
り
、
こ
の
人
物
の
起
源
が
必
ず
し
も
ア
ラ
ブ
直
系
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

11　

M
einsm

a

版
で
は
こ
の
子
ど
も
は
の
ち
に
ス
ナ
ン
・
ア
ン
ペ
ル
の
弟
子
と
な
っ

て
ス
ナ
ン
・
ボ
ナ
ン
を
名
乗
る
が
、
こ
れ
は
ス
ナ
ン
・
ボ
ナ
ン
を
ス
ナ
ン
・
ア
ン

ペ
ル
の
息
子
と
す
る
一
般
の
伝
承
と
は
異
な
る
。

12　
民
間
の
伝
承
で
は
、
ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル
は
女
王
を
補
佐
す
る
女
性
の
家
臣
と
混
同
視
さ

れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
た
め
も
あ
り
、N

yai Loro Kidul

、N
yai Roro Kidul

、

Kyai Belorong

な
ど
と
様
々
に
呼
ば
れ
る(Fischer 1994: 111)

。

13　

ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル
の
視
覚
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
は
ジ
ャ
ワ
の
画
家
た
ち
の

作
品
が
参
考
に
な
る
。
代
表
的
な
作
品
の
図
版
と
視
覚
的
表
象
の
分
析
に
つ
い
て

はFischer(1994: 100-112)

を
参
照
の
こ
と
。
ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル
の
生
い
立

ち
に
つ
い
て
は
西
ジ
ャ
ワ
の
パ
ジ
ャ
ジ
ャ
ラ
ン
の
王
妃
で
あ
っ
た
こ
と
が
『
ジ
ャ

ワ
年
代
記
』
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
詳
細
はRicklefs(1974: 375)

お
よ
び

W
oodard(1989: 37)

を
参
照
の
こ
と
。

14　

ス
ナ
ン
・
カ
リ
ジ
ャ
ガ
は
『
ジ
ャ
ワ
年
代
記
』
の
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
も
ド
ゥ
マ
ッ

ク
時
代
に
生
き
た
聖
者
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
場
面
は
『
ジ
ャ
ワ
年

代
記
』
の
視
点
か
ら
見
て
も
明
ら
か
に
超
自
然
的
な
出
現
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

15　

本
節
の
ブ
ド
ヨ
に
関
す
る
記
述
は
主
と
し
てBrakel-Papaenhuijzen(1992)

に
基
づ
く
。

16　
『
王
の
書
』
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
ジ
ャ
ワ
的
伝
承
に
現
れ
る
様
々
な
出
来
事
に
ロ

ン
ゴ
ワ
ル
シ
ト
自
身
が
創
案
し
た
太
陽
暦
と
太
陰
暦
に
よ
る
日
付
を
対
応
さ
せ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
ジ
ャ
ワ
的
伝
承
と
イ
ス
ラ
ー
ム
的
歴
史
観
の
調

和
を
試
み
た
疑
似
史
書
で
あ
る(Pigeaud 1970, 1: 170; 

青
山 1994: 54-58)

。

17　

Lokananta

は
「
世
界
の
王
」
の
意
味
で
あ
る
。
こ
の
名
は
、
一
九
五
五
年
に
ス

ラ
カ
ル
タ
に
設
立
さ
れ
た
、
ジ
ャ
ワ
の
ガ
ム
ラ
ン
音
楽
の
録
音
で
知
ら
れ
る
録
音

会
社
の
名
称
に
も
な
っ
て
お
り
、
ジ
ャ
ワ
人
に
親
し
み
深
い
も
の
で
あ
る
。

18　

こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
ブ
ド
ヨ
が
ス
ル
タ
ン
・
ア
グ
ン
の
時
代
に
創
始
さ
れ
た

の
か
、
古
い
伝
統
を
改
変
し
た
の
か
に
つ
い
て
意
図
的
に
曖
昧
に
し
て
お
り
、
前

近
代
に
お
い
て
は
創
作
と
伝
統
は
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
表
裏
一
体
の
関
係
に

あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
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19　

ス
ラ
カ
ル
タ
の
宮
廷
で
演
じ
ら
れ
る
ブ
ド
ヨ
・
ク
タ
ワ
ン
に
お
い
て
、「
ラ
ト
ゥ
・

キ
ド
ゥ
ル
は
輝
く
ば
か
り
の
十
番
目
の
踊
り
子
と
し
て
出
現
し
、
踊
り
の
あ
と
、

王
と
と
も
に
王
の
寝
室
へ
引
き
下
が
る
。」
と
さ
れ
る(Vetter 1994: 78)

。

20　

ジ
ャ
ワ
に
は
五
曜
の
伝
統
が
あ
り
、七
曜
と
組
み
合
わ
せ
て
使
わ
れ
る
。ク
リ
ウ
ォ

ン
は
五
曜
の
第
五
日
で
あ
る
。

21　

Brakel-Papenhuijzen(1991: 43)

は
『
ガ
ム
ラ
ン
の
知
恵
の
言
葉
の
書
』
に

描
か
れ
た
神
々
の
時
代
を
「
時
期
が
定
か
で
は
な
い
」
と
し
て
い
る
が
、
実
際
に
は
、

『
王
の
書
』
で
使
わ
れ
て
い
る
年
号
が
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
イ
ス
ラ
ー
ム
と
西

洋
の
影
響
下
に
は
い
っ
た
一
九
世
紀
的
歴
史
観
と
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
ジ
ャ
ワ
的
神
々

の
時
代
と
調
和
さ
せ
よ
う
と
す
る
ロ
ン
ゴ
ワ
ル
シ
ト
の
試
み
で
あ
る
。
詳
細
に
つ

い
て
は
青
山(1994)

を
参
照
。

22　

マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
第
一
巻
の
古
ジ
ャ
ワ
語
訳
『
ア
ー
デ
ィ
パ
ル
ワ
』(Ādiparw

a)

に
も
描
写
が
あ
る(I G

usti Putu Phalgunadi 1990: 280-281)

。
ま
た
、

十
一
世
紀
の
古
ジ
ャ
ワ
語
作
品
『
ア
ル
ジ
ュ
ナ
ウ
ィ
ワ
ー
ハ
』(Arjunaw

iw
āha 

1:7)

に
も
類
似
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
見
ら
れ(I Kuntara W

iryam
artana 1990: 

36, 125)

、
ジ
ャ
ワ
社
会
に
広
く
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

23　

ワ
ヤ
ン
・
ベ
ベ
ル(w

ayang beber)

は
絵
巻
物
形
式
の
演
し
物
。

24　

ウ
ェ
ダ
タ
マ(w

edatam
a)

はw
eda

とutam
a

の
合
成
語
で
あ
る
。w

eda

は

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文
献
の
ヴ
ェ
ー
ダveda

と
同
語
源
で
あ
り
、こ
こ
で
は
「
知
識
」

を
意
味
す
る
。
ウ
ェ
ダ
タ
マ
の
基
本
的
な
立
場
は
、
ジ
ャ
ワ
主
義
の
称
揚
で
あ
る
。

25　

 『
デ
ワ
・
ル
チ
』は『
ビ
モ
・
ス
チ
』の
別
称
で
も
知
ら
れ
る
。
こ
の
物
語
は
ワ
ヤ
ン
・

ク
リ
（
人
形
影
絵
芝
居
）
の
題
材
と
し
て
ジ
ャ
ワ
で
は
根
強
い
人
気
が
あ
る
（
セ
ノ
・

サ
ス
ト
ロ
ア
ミ
ジ
ョ
ヨ1982

）。
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イ
ス
ラ
ー
ム
と
い
う
と
、
集
団
礼
拝
の
場
所
で
あ
る
マ
ス
ジ
ド
（
モ
ス
ク
）
や

そ
こ
か
ら
一
日
五
回
聞
こ
え
て
く
る
ア
ラ
ビ
ア
語
に
よ
る
ア
ザ
ー
ン
（
礼
拝
へ
の

呼
び
か
け
）
を
想
起
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
民
衆
の
心
に
マ
ス
ジ
ド
と
同
等
、

い
や
そ
れ
以
上
に
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
る
の
が
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
（
イ
ス
ラ
ー

ム
神
秘
主
義
）
の
拠
点
で
あ
る
ダ
ル
ガ
ー
と
よ
ば
れ
る
聖
者
廟
で
あ
る
。
イ
ン
ド
・

パ
キ
ス
タ
ン
各
地
に
は
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
ダ
ル
ガ
ー
が
点
在
し
、
参
道
に
は
花
輪

を
売
る
店
や
土
産
物
屋
が
軒
を
連
ね
、
昼
夜
を
問
わ
ず
聖
者
の
墓
を
中
心
と
し
た

境
内
は
願
掛
け
に
訪
れ
る
老
若
男
女
で
に
ぎ
わ
っ
て
い
る
。

　

カ
ッ
ワ
ー
リ
ー
が
演
奏
さ
れ
る
中
心
的
な
場
所
は
、
昔
も
今
も
こ
う
し
た
ダ
ル

ガ
ー
の
中
で
あ
る
。
脱
俗
し
た
フ
ァ
キ
ー
ル
（
修
行
者
）
が
中
世
さ
な
が
ら
の
方

法
で
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
の
階
梯
を
の
ぼ
り
つ
め
よ
う
と
修
行
に
励
む
一
方
、
一
般
民

衆
は
一
歩
で
も
唯
一
神
ア
ッ
ラ
ー
に
近
づ
こ
う
と
し
て
カ
ッ
ワ
ー
リ
ー
を
聴
き
な

が
ら
、
神
へ
の
「
真
実
の
愛
」
の
陶
酔
に
浸
ろ
う
と
す
る
。
熱
狂
的
エ
ネ
ル
ギ
ー

が
放
出
さ
れ
る
カ
ッ
ワ
ー
リ
ー
の
集
会
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
で
の
金
曜
日
の
始
ま
り

で
あ
る
木
曜
日
の
晩
に
開
か
れ
る
が
、最
高
潮
に
達
す
る
の
は
聖
者
の
ウ
ル
ス
（
命

日
祭
）
の
と
き
で
あ
る
。
ウ
ル
ス
の
原
意
は
「
結
婚
」
で
、「
神
と
の
永
遠
な
る
合

一
（
ウ
ィ
サ
ー
ル
）」
を
果
た
し
た
聖
者
は
神
と
結
婚
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

民
衆
が
素
朴
に
考
え
る
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
と
は
、
神
に
対
し
て
抱
く
愛
の
表
現
法

を
模
索
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
目
的
達
成
の
た
め
に
高
徳
な
聖
者
に
宿
る
呪
力

を
媒
介
す
る
こ
と
で
、
最
終
的
に
は
神
と
の
合
一
を
図
ろ
う
と
努
め
る
姿
勢
で
あ

る
と
い
え
よ
う
。
直
感
的
・
無
意
識
的
に
「
神
に
近
づ
い
た
と
感
じ
る
陶
酔
状
態
」

に
我
が
身
を
置
く
こ
と
が
目
的
と
な
る
。
こ
の
陶
酔
状
態
へ
と
導
く
手
段
が
カ
ッ

ワ
ー
リ
ー
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
カ
ッ
ワ
ー
リ
ー
の
音
楽
や
詩
を
聴
く
こ
と
（
サ

マ
ー
）
が
非
常
に
重
要
視
さ
れ
る
。
カ
ッ
ワ
ー
リ
ー
は
、
神
を
求
め
る
信
徒
の
心

を
興
奮
さ
せ
る
神
聖
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
。

　

カ
ッ
ワ
ー
リ
ー
で
は
、
メ
ロ
デ
ィ
ー
や
リ
ズ
ム
と
と
も
に
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し

て
歌
わ
れ
る
神
秘
詩
や
恋
愛
詩
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
。
詩
は
そ
の
内
容
か

ら
ハ
ム
ド
（
ア
ッ
ラ
ー
へ
の
賛
歌
）、
ナ
ア
ト
（
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
へ
の
賛
歌
）、

マ
ン
カ
バ
ト
（
ス
ー
フ
ィ
ー
聖
者
へ
の
賛
歌
）
の
三
種
類
に
分
類
さ
れ
る
が
、
儀

式
ば
っ
た
聖
者
廟
で
の
演
奏
で
は
通
常
、
こ
の
順
序
で
歌
わ
れ
る
。
詩
に
多
く
用

い
ら
れ
る
言
語
は
、
イ
ン
ド
亜
大
陸
の
ム
ス
リ
ム
の
文
化
的
共
通
語
で
あ
り
パ
キ

ス
タ
ン
の
国
語
で
あ
る
ウ
ル
ド
ゥ
ー
語
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
カ
ッ
ワ
ー
リ
ー
の

創
始
者
と
さ
れ
る
ア
ミ
ー
ル
・
フ
ス
ラ
ウ
（
一
三
二
五
年
没
）
の
古
ヒ
ン
デ
ィ
ー

語
の
詩
や
パ
ン
ジ
ャ
ー
ビ
ー
語
な
ど
の
神
秘
詩
も
好
ん
で
歌
わ
れ
る
。

　

演
奏
曲
目
は
古
典
詩
か
ら
現
代
詩
ま
で
と
幅
広
い
。
い
ず
れ
も
決
ま
っ
た
韻
を

も
つ
定
型
詩
で
ル
バ
ー
イ
ー
（
四
行
詩
）、
マ
ス
ナ
ヴ
ィ
ー
（
物
語
詩
）、
ガ
ザ
ル

（
恋
愛
抒
情
詩
）
で
あ
る
。
一
曲
の
中
に
こ
れ
ら
の
詩
形
に
よ
る
短
詩
が
織
り
交
ぜ

ら
れ
る
。
詩
は
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
の
比
喩
と
象
徴
に
満
ち
て
い
る
。
一
見
、酒
を
歌
っ

カ
ッ
ワ
ー
リ
ー
の
詩
世
界  ̶

̶
 

イ
ン
ド
・
パ
キ
ス
タ
ン
の
イ
ス
ラ
ー
ム
宗
教
歌
謡

麻
田 
豊
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た
俗
っ
ぽ
い
大
衆
詩
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
詩
で
も
、
そ
の
裏
面
に
は
ス
ー
フ
ィ
ズ

ム
の
神
髄
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、酒
は
「
ア
ッ
ラ
ー
に
関
す
る
知
識
（
マ

ア
リ
フ
ァ
）」
と
し
て
、
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
。
ま
た
、
こ
の
世
の
叶
わ
ぬ
愛
を
主

題
と
す
る
恋
愛
叙
情
詩
ガ
ザ
ル
も
、
恋
愛
相
手
を
神
に
置
き
換
え
れ
ば
、
神
秘
詩

に
早
変
わ
り
す
る
。
こ
の
世
の
恋
人
と
神
は
、
と
も
に
愛
の
対
象
と
な
る
。
神
へ

の
愛
は
「
真
実
の
愛
（
イ
シ
ュ
ケ
・
ハ
キ
ー
キ
ー
）」、
ガ
ザ
ル
に
お
け
る
愛
は
「
比

喩
的
愛
（
イ
シ
ュ
ケ
・
マ
ジ
ャ
ー
ズ
ィ
ー
）」
と
よ
ば
れ
る
。

　

筆
者
は
一
九
八
七
年
以
来
、パ
キ
ス
タ
ン
の
カ
ッ
ワ
ー
リ
ー
歌
手
、ヌ
ス
ラ
ッ
ト・

フ
ァ
テ・ア
リ
ー・ハ
ー
ン
（
一
九
四
八―

一
九
九
七
年
）
や
イ
ン
ド
の
ジ
ャ
ー
フ
ァ

ル
・
フ
サ
イ
ン
ら
の
Ｃ
Ｄ
に
ラ
イ
ナ
ー
ノ
ー
ツ
を
書
き
歌
詞
を
訳
し
、
カ
ッ
ワ
ー

リ
ー
の
紹
介
に
つ
と
め
て
き
た
。
し
か
し
、
日
本
で
リ
リ
ー
ス
さ
れ
た
一
〇
数
枚

も
の
ア
ル
バ
ム
の
ほ
と
ん
ど
が
現
在
、在
庫
切
れ
な
い
し
は
廃
盤
の
憂
き
目
に
あ
っ

て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
に
訳
出
し
て
き
た
歌
詞
を
こ
こ
に
掲
載
し
、
読
者

諸
氏
を
イ
ン
ド
・
パ
キ
ス
タ
ン
の
宗
教
歌
謡
カ
ッ
ワ
ー
リ
ー
の
詩
世
界
へ
と
誘
う

こ
と
に
し
よ
う
。

■
マ
ヌ　
ク
ン
ト
ー　
モ
ウ
ラ
ー
（
カ
ウ
ル
）

　

こ
の
曲
は
基
本
的
な
儀
礼
歌
で
あ
る
た
め
、
正
式
な
カ
ッ
ワ
ー
リ
ー
の
会
で
は
最
初
に
歌
わ
れ
る
。

ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
の
根
本
教
義
を
表
し
て
い
る
。
ロ
ー
マ
字
で
示
さ
れ
た
部
分
の
第
一
行
目
の
ア
ラ
ビ

ア
語
に
よ
る
フ
レ
ー
ズ
は
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
自
身
が
述
べ
た
言
葉
（
カ
ウ
ル
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

こ
の
歌
も
「
カ
ウ
ル
」
と
よ
ば
れ
る
。
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
に
お
け
る
精
神
的
な
つ
な
が
り
が
ム
ハ
ン
マ

ド
に
始
ま
り
、
ア
リ
ー
に
継
承
さ
れ
る
原
理
を
説
い
た
も
の
と
し
て
重
要
視
さ
れ
る
。
ア
リ
ー
の
名

を
も
つ
ム
ス
リ
ム
が
多
い
の
は
、
こ
う
し
た
事
情
に
よ
る
。
こ
の
カ
ウ
ル
に
曲
を
つ
け
た
の
は
、
イ

ン
ド
の
首
都
デ
リ
ー
に
廟
が
あ
る
ニ
ザ
ー
ム
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ア
ウ
リ
ヤ
ー
の
弟
子
で
、
詩
人
と
し
て

も
令
名
高
く
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ス
タ
ー
ニ
ー
（
北
イ
ン
ド
）
音
楽
の
創
始
者
で
も
あ
る
ア
ミ
ー
ル
・
フ
ス

ラ
ウ
（
一
三
二
五
年
没
）
で
あ
る
。
当
時
の
旋
律
が
今
日
ま
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
珍
し
い
曲
で
あ
る
。

ロ
ー
マ
字
部
分
の
二
行
目
以
降
の
ズ
ィ
ク
ル
（
唱
名
）
の
よ
う
な
フ
レ
ー
ズ
は
ペ
ル
シ
ャ
語
で
、
も

と
も
と
は
神
を
称
え
る
神
秘
的
な
表
現
で
あ
っ
た
が
、
い
ま
で
は
意
味
不
明
で
あ
る
。
カ
ウ
ル
か
ら

転
調
す
る
部
部
は
、
ア
リ
ー
（
六
六
一
年
没
）
へ
の
「
マ
ン
カ
バ
ト
」
に
な
っ
て
い
る
。
ア
リ
ー
は

預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
の
四
女
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
と
結
婚
し
、
後
に
第
四
代
正
統
カ
リ
フ
と
な
り
、
シ
ー

ア
派
で
は
初
代
イ
マ
ー
ム
と
な
っ
た
。
勇
猛
果
敢
な
戦
士
と
し
て
誉
れ
高
く
、
神
の
「
獅
子
（
ハ
イ

ダ
ル
、
シ
ェ
ー
ル
、
ア
サ
ド
）」
の
異
名
を
も
つ
。
こ
こ
で
は
ペ
ル
シ
ャ
語
と
ウ
ル
ド
ゥ
ー
語
の
挿
入

詩
が
常
套
句
を
盛
り
込
み
な
が
ら
、
ま
た
「
我
が
主
、
ア
リ
ー
（
マ
ウ
ラ
ー
・
ア
リ
ー
）」
と
反
復
昭

和
詩
な
が
ら
ア
リ
ー
の
徳
を
称
賛
す
る
。

ア
リ
ー
は
我
が
導
師
、
我
は
ア
リ
ー
の
下
僕
な
り

我
は
た
だ
た
だ
ア
リ
ー
の
名
に
恋
い
焦
が
れ
る

我
は
ハ
イ
ダ
ル
（
獅
子
の
意
で
、
ア
リ
ー
の
異
名
）
の
も
の
、
陶
酔
托
鉢
僧
の
身

我
は
神
に
愛
で
ら
れ
し
ア
リ
ー
の
し
も
べ
な
り

　
　

我
は
す
べ
て
の
托
鉢
僧
を
導
く
者

　
　

神
の
「
獅
子
」
の
父
が
飼
っ
て
い
た
犬
な
り

　
　

ム
ハ
ン
マ
ド
が
比
類
な
き
お
方
の
よ
う
に

　
　

ア
リ
ー
の
よ
う
な
人
物
は
二
度
と
生
ま
れ
な
い

　
　

我
は
酒
飲
み
た
ち
の
王
者

　
　

我
は
狂
信
的
帰
依
者
た
ち
の
師

　

そ
し
て
「
獅
子
」
の
通
り
を
う
ろ
つ
く
犬

我
を
師
と
認
め
る
者
に
と
っ
て
は
、
ア
リ
ー
も
ま
た
師

(m
an kunto m

aulaa, faa alii-un-m
aulaa)

　

dar dil dar dil dar daanii

　

ham
 tom

 tanaanaa naanaa taanaanaanaa rii

　

yalali yalala yalalala rii

　

yalalala yalalala yalalala rii



61

̶̶̶̶　文化表象としての〈イスラーム〉　̶̶̶̶

我
が
仕
事
は
ア
リ
ー
の
名
を
唱
和
す
る
こ
と

ア
リ
ー
の
仕
事
は
墜
落
し
た
者
を
支
え
る
こ
と

ア
リ
ー
は
勇
猛
果
敢
で
大
地
の
父
な
り

困
難
に
打
ち
の
め
さ
れ
た
こ
の
世
の
神
の
戦
士

あ
な
た
の
奇
跡
は
素
晴
ら
し
く

あ
な
た
は
超
自
然
力
の
持
ち
主
な
り

我
は
導
師
、
預
言
者
は
言
う

　
「
我
が
家
族
の
名
前
と
と
も
に
我
が
名
を
唱
え
よ
」

ア
リ
ー
は
我
が
導
師

　

天
空
に
は
、
ア
ラ
ビ
ア
の
ム
ハ
ン
マ
ド
と
記
さ
れ

木
々
の
枝
に
は
、
導
師
ア
リ
ー
と
記
さ
れ

　

青
々
と
し
た
葉
や
蕾
に
は
、
ザ
フ
ラ
ー
（
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
の
異
名
）
と
記
さ
れ

赤
い
花
は
、
ア
リ
ー
の
息
子
フ
サ
イ
ン
の
名
を
唱
え
る

　

ア
リ
ー
は
我
が
導
師

あ
る
人
は
あ
る
導
師
を
仰
ぎ
、
別
の
人
は
別
の
導
師
を
仰
ぐ

　

我
が
導
師
は
ア
リ
ー
な
り

我
は
全
能
な
る
神
に
誓
う
、「
我
ほ
ど
の
身
分
の
高
い
者
は
い
な
い
」

　

我
は
恐
れ
を
感
じ
な
い
、
ア
リ
ー
は
我
が
導
師

我
が
息
は
言
う
「
ア
リ
ー
、
ア
リ
ー
」

　

我
が
舌
は
言
う
「
ア
リ
ー
、
ア
リ
ー
」

我
が
死
ん
だ
ら
、
死
装
束
に
ア
リ
ー
の
名
を
記
せ

　

ア
リ
ー
は
我
が
導
師

　

我
は
導
師

■
ア
ッ
ラ
ー　
フ
ー
（
ハ
ム
ド
）

宇
宙
の
長
た
る
神
よ
、
並
ぶ
も
の
な
き
神
よ

唯
一
な
る
神
よ
、
貴
方
の
ほ
か
に
神
は
な
し

シ
ャ
ム
ス
・
タ
ブ
リ
ー
ズ
が
神
を
求
め
し
時

朗
々
と
唱
え
た
言
葉
は
「
貴
方
の
ほ
か
に
神
は
な
し
」

　

ア
ッ
ラ
ー 

フ
ー
、
ア
ッ
ラ
ー 

フ
ー

こ
の
大
地
も
こ
の
世
も
な
か
り
し
時

月
も
太
陽
も
天
空
も
な
か
り
し
時

ま
だ
神
の
秘
密
が
誰
に
も
明
か
さ
れ
ぬ
時

ま
だ
何
も
な
か
り
し
時
、
貴
方
だ
け
が
存
在
し
た

　

ア
ッ
ラ
ー 

フ
ー
、
ア
ッ
ラ
ー 

フ
ー

称
賛
は
人
の
勤
め
、
人
は
称
賛
の
た
め
に
生
き
る

神
へ
の
称
賛
、
そ
れ
は
価
値
あ
る
行
い

善
な
る
神
の
前
で
、
罪
深
き
人
の
価
値
は
な
し

な
ぜ
な
ら
貴
方
は
善
、
人
の
罪
を
背
負
っ
て
く
だ
さ
る

　
　

ア
ッ
ラ
ー 

フ
ー
、
ア
ッ
ラ
ー 

フ
ー

預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
が
昇
天
し

神
の
御
座
に
ひ
れ
伏
し
た
時

天
使
た
ち
は
預
言
者
に
か
く
語
り
ぬ

「
被
創
造
物
の
中
で
貴
方
こ
そ
神
の
友
な
り
」

　

ア
ッ
ラ
ー 
フ
ー
、
ア
ッ
ラ
ー 

フ
ー

貴
方
は
天
地
万
物
の
創
造
主
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全
世
界
は
貴
方
の
み
を
求
め

貴
方
の
威
光
は
四
方
八
方
を
照
ら
す

貴
方
は
並
ぶ
も
の
な
き
神
、
宇
宙
の
長

　

ア
ッ
ラ
ー 
フ
ー
、
ア
ッ
ラ
ー 

フ
ー

貴
方
の
ほ
か
に
神
は
な
く
、
唯
一
な
る
神
よ

貴
方
は
想
念
と
探
求
の
源
、
貴
方
こ
そ
希
望

貴
方
は
瞳
を
輝
か
す
光
、
貴
方
は
心
の
声
な
り

貴
方
は
過
去
、
現
在
、
未
来
に
存
在
す
る

　

ア
ッ
ラ
ー 

フ
ー
、
ア
ッ
ラ
ー 
フ
ー

　

神
の
唯
一
性
（
タ
ウ
ヒ
ー
ド
）
は
イ
ス
ラ
ー
ム
の
教
え
の
基
本
で
あ
り
、「
ア
ッ
ラ
ー
の
ほ
か
に
神

は
な
し
、
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
は
ア
ッ
ラ
ー
の
使
徒
で
あ
る
」
と
い
う
信
仰
告
白
に
も
表
さ
れ
て
い
る
。

一
節
ご
と
に
反
復
さ
れ
る
「
ア
ッ
ラ
ー
・
フ
ー
」
は
「
彼
こ
そ
ア
ッ
ラ
ー
」
の
意
味
で
、
神
の
名
を

唱
和
す
る
ズ
ィ
ク
ル
で
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
フ
レ
ー
ズ
で
あ
る
。
こ
の
フ
レ
ー
ズ
を
繰
り
返
し
聞
く

こ
と
で
、
聞
く
も
の
は
心
の
中
で
神
を
想
起
し
、
徐
々
に
神
に
対
し
て
自
己
の
精
神
を
高
揚
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。
ハ
ム
ド
で
は
、
神
の
唯
一
性
の
ほ
か
、
全
知
全
能
の
神
の
さ
ま
ざ
ま
な
性
質
（
九
九

の
性
質
が
あ
る
）
も
称
え
ら
れ
る
。

■
お
お
、
永
遠
に
不
滅
な
る
神
よ
（
ハ
ム
ド
）

あ
な
た
は
情
け
深
き
お
方
（
ア
ッ
ラ
ー
）

公
明
正
大
な
る
お
方
（
ア
ッ
ラ
ー
）

守
護
者
に
し
て
信
徒
の
罪
を
隠
し
（
ア
ッ
ラ
ー
）

唯
一
の
神
に
し
て
罪
を
許
し
て
下
さ
る
お
方
（
ア
ッ
ラ
ー
）

こ
の
世
の
主
、
糧
を
与
え
て
下
さ
る
お
方
、
万
有
の
創
造
主

あ
な
た
は
す
べ
て
の
秘
密
に
通
じ
る

　
　

お
お
、
永
遠
に
不
滅
な
る
神
よ
！

あ
な
た
は
ま
さ
に
唯
一
無
比
な
る
お
方
（
ア
ッ
ラ
ー
）

あ
な
た
は
清
嬢
に
し
て
完
全
無
欠
な
る
お
方
（
ア
ッ
ラ
ー
）

あ
な
た
は
存
在
の
源
に
し
て
（
ア
ッ
ラ
ー
）

信
徒
の
敵
を
嘲
笑
す
る
お
方
（
ア
ッ
ラ
ー
）

あ
な
た
の
実
体
に
栄
光
あ
れ

あ
な
た
は
困
難
を
解
決
さ
れ
る
お
方

い
た
る
と
こ
ろ
、
あ
な
た
を
称
え
る
声

　
　

お
お
、
永
遠
に
不
滅
な
る
神
よ
！

身
分
相
応
の
願
い
を
請
え
、
多
く
を
請
う
な
（
ア
ッ
ラ
ー
）

愛
の
道
を
歩
む
な
ら
、
愛
を
請
え
（
ア
ッ
ラ
ー
）

い
か
な
る
時
で
も
満
足
感
を
失
わ
ず
（
ア
ッ
ラ
ー
）

ア
ッ
ラ
ー
に
ア
ッ
ラ
ー
の
情
け
を
請
え

　
　

お
お
、
永
遠
に
不
滅
な
る
神
よ
！

わ
た
し
の
心
に
永
遠
の
炎
を
燃
や
し
続
け
た
ま
え
（
ア
ッ
ラ
ー
）

わ
た
し
の
息
を
あ
な
た
の
お
告
げ
で
満
た
し
た
ま
え
（
ア
ッ
ラ
ー
）

皇
帝
の
座
る
玉
座
な
ど
わ
た
し
に
は
必
要
な
し
（
ア
ッ
ラ
ー
）

ム
ハ
ン
マ
ド
の
し
も
べ
た
る
こ
と
で
十
分

　
　

お
お
、
永
遠
に
不
滅
な
る
神
よ
！

あ
の
方
は
預
言
者
の
中
の
首
長
（
ア
ッ
ラ
ー
）

全
世
界
で
神
に
選
ば
れ
た
お
方
（
ア
ッ
ラ
ー
）

あ
な
た
は
楽
器
、
あ
の
方
は
音
（
ア
ッ
ラ
ー
）

あ
な
た
と
あ
の
方
は
秘
密
を
分
け
合
っ
た
間
柄
（
ア
ッ
ラ
ー
）

あ
な
た
は
言
葉
、
あ
の
方
は
言
葉
の
集
成
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あ
な
た
は
支
配
者
、
あ
の
方
は
玉
座

あ
な
た
と
あ
の
方
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い
仲
睦
ま
じ
き
仲

　
　

お
お
、
永
遠
に
不
滅
な
る
神
よ
！

わ
た
し
は
絵
画
、
あ
な
た
は
絵
師
（
ア
ッ
ラ
ー
）

あ
な
た
は
寛
仁
大
度
の
お
方
、
わ
た
し
は
困
窮
者
（
ア
ッ
ラ
ー
）

わ
た
し
は
跪
拝
す
る
者
、
あ
な
た
は
跪
拝
さ
れ
る
お
方
（
ア
ッ
ラ
ー
）

わ
た
し
は
肉
体
、
あ
な
た
は
血
液
（
ア
ッ
ラ
ー
）

あ
な
た
の
名
を
唱
え
る
こ
と
で
、
悲
し
み
が
和
ら
ぐ
（
ア
ッ
ラ
ー
）

わ
た
し
の
心
は
な
ぜ
悲
し
み
に
暮
れ
る
の
か

　
　

お
お
、
永
遠
に
不
滅
な
る
神
よ
！

い
つ
も
度
を
過
ご
す
わ
た
し
、
お
お
主
よ
（
お
お
主
よ

留
ま
る
こ
と
を
知
ら
ぬ
わ
た
し
、
お
お
主
よ
（
お
お
主
よ
）

あ
な
た
の
怒
り
を
買
う
こ
と
は
必
至

最
後
の
審
判
の
日
に
、
わ
た
し
を
辱
し
め
た
ま
う
な

　
　

お
お
、
永
遠
に
不
滅
な
る
神
よ
！

　

こ
の
ハ
ム
ド
は
、
ま
ず
ア
ッ
ラ
ー
の
性
質
を
表
す
名
前
の
い
く
つ
か
を
韻
律
に
合
わ
せ
て
並
べ
た

マ
ス
ナ
ヴ
ィ
ー
詩
形
で
始
ま
る
。「
お
お
、
永
遠
に
不
滅
な
る
神
よ
（
ヤ
ー 

ハ
イ
ユ
ー
、
ヤ
ー 
カ

イ
ユ
ー
ム
）」
は
二
つ
の
性
質
、「
ハ
イ
イ
（
生
き
て
い
る
）」
と
「
カ
イ
ユ
ー
ム
（
永
遠
の
）」
に
よ

る
神
へ
の
呼
び
か
け
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
唯
一
神
ア
ッ
ラ
ー
の
「
最
も
美
し
き
名
前
」
と
い
わ
れ
る

九
九
の
性
質
か
ら
取
ら
れ
た
も
の
。
ク
ル
ア
ー
ン
に
も
「
ア
ッ
ラ
ー
の
ほ
か
に
神
は
な
い
。
彼
こ
そ

は
生
け
る
神
、
永
遠
に
在
る
も
の
」（
第
三
章
第
二
節
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
あ
と
、
神
へ
の

称
賛
、
信
徒
へ
の
警
告
、
神
へ
の
嘆
願
、
神
と
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
の
関
係
を
説
く
詩
が
畳
み
掛
け

て
歌
わ
れ
る
。
神
へ
の
嘆
願
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、こ
の
種
の
詩
は
「
ム
ナ
ー
ジ
ャ
ー
ト
（
嘆
願
）」

と
よ
ば
れ
る
。
随
所
に
コ
ー
ラ
ス
で
発
せ
ら
れ
る
「
ア
ッ
ラ
ー
」
は
サ
マ
ー
の
時
に
信
徒
が
発
す
る

ズ
ィ
ク
ル
（
神
の
名
の
反
復
唱
和
）
を
喚
起
す
る
。

■
偉
大
で
至
高
な
る
ア
ッ
ラ
ー
よ
（
ハ
ム
ド
）

あ
な
た
へ
の
称
賛
の
言
葉
は
、「
神
は
永
遠
な
り
」

あ
な
た
こ
そ
見
本
、「
あ
な
た
は
唯
一
無
比
な
り
」

あ
な
た
の
完
全
さ
は
、
こ
の
世
の
す
べ
て
の
完
全
な
る
物
の
中
に
あ
り

あ
な
た
は
、
す
べ
て
の
栄
光
あ
る
物
の
中
で
燦
然
と
輝
き

世
界
の
長
た
る
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
は
、
あ
な
た
の
具
現
者
な
り

偉
大
で
至
高
な
る
ア
ッ
ラ
ー
よ

あ
な
た
は
、
至
高
な
る
存
在

あ
な
た
が
発
す
る
言
葉
は
、
比
類
な
し

お
お
我
が
主
よ
、
あ
な
た
を
称
賛
す
る
は

精
霊
と
天
使
と
人
間
た
ち

偉
大
で
至
高
な
る
ア
ッ
ラ
ー
よ

我
が
空
（
か
ら
）
の
物
乞
い
袋
を
、
満
た
し
た
ま
え

我
が
上
に
、
慈
愛
の
雨
を
降
ら
せ
よ

身
な
の
物
乞
い
袋
を
、
満
た
す
お
方
よ

あ
な
た
こ
そ
王
者
な
り

■
わ
が
主
の
名
を
唱
え
つ
つ
（
ハ
ム
ド
）

我
は
我
が
主
の
名
を
唱
え
つ
つ
、
宴
を
始
め
る

我
が
名
誉
を
ま
も
り
給
え
、
我
は
あ
な
た
を
称
え
奉
る

　

あ
な
た
の
慈
悲
で
運
河
開
け
る
、
我
は
あ
な
た
に
跪
拝
す
る

　

あ
な
た
の
戸
口
で
こ
う
べ
を
垂
れ
、
我
が
義
務
を
果
た
す

墜
落
さ
せ
る
も
我
が
物
に
す
る
も
、
あ
な
た
の
意
の
ま
ま
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あ
な
た
の
慈
悲
を
信
じ
つ
つ
、
我
は
過
ち
を
繰
り
返
す

　

今
宵
、
宴
に
集
う
者
た
ち
の
望
み
を
叶
え
給
え

　

こ
の
賛
歌
と
と
も
に
、
我
は
あ
な
た
に
祈
り
奉
る

　

唯
一
神
ア
ッ
ラ
ー
を
称
え
る
詩
「
ハ
ム
ド
」。
こ
こ
で
の
「
宴
」
は
音
楽
集
会
（
カ
ッ
ワ
ー
リ
ー
を

聴
く
会
）
を
、
ま
た
「
あ
な
た
の
戸
口
」
は
モ
ス
ク
を
意
味
す
る
。
詩
形
は
ガ
ザ
ル
。

■
私
は
路
地
裏
を
さ
ま
よ
い
歩
く
（
ム
ナ
ー
ジ
ャ
ー
ト
）

私
は
無
為
に
路
地
裏
を
さ
ま
よ
い
歩
い
て
い
る
の
で
は
な
い

恋
の
味
を
知
る
私
は
、
貴
方
の
姿
を
求
め
て
さ
ま
よ
い
歩
く

あ
あ
神
よ
、
私
は
神
を
振
り
乱
し
て
さ
ま
よ
い
歩
く

罪
多
き
私
は
、
心
を
乱
し
て
さ
ま
よ
い
歩
く

私
は
愛
の
酒
を
飲
み
、
恋
人
の
周
り
を
さ
ま
よ
い
歩
く

飲
ん
だ
く
れ
の
よ
う
だ
が
、
私
は
正
気
で
歩
い
て
い
る

あ
あ
恋
人
よ
、
こ
れ
は
友
情
を
結
ぶ
た
め
の
儀
式
で
は
な
い

あ
あ
恋
人
よ
、
も
う
別
離
に
は
堪
え
ら
れ
な
い

あ
あ
恋
人
よ
、
私
は
我
が
主
の
顔
を
一
目
拝
み
た
い

私
は
シ
ャ
ム
ス
の
し
も
べ
、
托
鉢
僧
の
よ
う
に
さ
ま
よ
い
歩
く

　

ペ
ル
シ
ャ
の
偉
大
な
ス
ー
フ
ィ
ー
詩
人
で
あ
っ
た
ジ
ャ
ラ
ー
ル
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ル
ー
ミ
ー

（
一
二
〇
七―

一
二
七
三
年
）
の
ペ
ル
シ
ャ
語
に
よ
る
陶
酔
抒
情
詩
。
神
へ
の
強
い
願
い
を
詠
う
こ
う

し
た
詩
は
「
ム
ナ
ー
ジ
ャ
ー
ト
（
嘆
願
）」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
属
す
。
ル
ー
ミ
ー
は
ト
ル
コ
の
神
秘

主
義
教
団
で
あ
る
メ
ヴ
レ
ヴ
ィ
ー
教
団
の
創
始
者
で
、こ
の
教
団
は
ズ
ィ
ク
ル
（
神
の
名
の
反
復
唱
和
）

と
し
て
旋
舞
を
す
る
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
北
部
の
バ
ル
フ
で
生
ま
れ
た
が
、
の
ち

に
ト
ル
コ
中
南
部
の
コ
ン
ヤ
に
移
っ
た
。
こ
の
町
で
、
放
浪
神
秘
主
義
者
シ
ャ
ム
ス
ッ
デ
ィ
ー
ン
・

タ
ブ
リ
ー
ズ
ィ
ー
（
一
二
四
七
年
没
）
に
出
会
い
、
神
秘
主
義
の
教
え
を
受
け
た
。
彼
が
詠
ん
だ
膨

大
な
量
の
詩
は
「
マ
ス
ナ
ヴ
ィ
ー
」
と
い
う
名
で
編
ま
れ
、
中
央
ア
ジ
ア
を
含
む
ペ
ル
シ
ャ
語
圏
の

み
な
ら
ず
、
イ
ン
ド
亜
大
陸
で
も
文
学
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

■
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
を
想
う
と
（
ナ
ア
ト
）

預
言
者
を
想
う
と
、
我
ら
の
心
の
園
は
芳
香
に
満
ち

ま
る
で
預
言
者
が
我
ら
が
宴
に
い
ら
し
た
か
の
よ
う

　

粗
衣
ま
と
っ
た
お
方
が
宴
に
い
ら
し
た

求
め
る
物
を
求
め
よ
、
得
る
べ
き
物
を
得
よ

　

粗
衣
を
ま
と
っ
た
お
方
が
宴
に
い
ら
し
た

　
「
神
に
感
謝
を
」
と
叫
べ
、
ご
主
人
様
が
い
ら
し
た

さ
あ
起
き
よ
、
支
え
な
き
者
よ
、
ご
主
人
様
が
い
ら
し
た

　

両
世
界
の
恋
人
を
崇
敬
す
る
は
我
ら
の
つ
と
め

　

月
よ
星
よ
、
黙
れ
、
ご
主
人
が
い
ら
し
た

　

粗
衣
を
ま
と
っ
た
お
方
が
宴
に
い
ら
し
た

　
「
ム
ハ
ン
マ
ド
」
と
い
う
名
の
甘
い
響
き

預
言
者
の
名
を
唱
え
る
こ
と
の
心
地
よ
さ

　

唇
よ
り
溢
れ
出
る
賛
歌
の
調
べ
、
両
手
に
は
托
鉢
用
の
鉢

　

見
よ
、
こ
れ
こ
そ
御
主
人
を
求
め
る
者
の
姿
な
り

神
の
ほ
か
に
は
眼
中
に
な
く
、
頭
に
は
ク
ル
ア
ー
ン
の
冠

何
と
粗
衣
を
ま
と
っ
た
お
方
は
、
我
ら
と
同
じ
姿

　

す
べ
て
の
聖
者
が
ひ
た
す
ら
求
め
る
お
方

　

我
が
主
は
聖
者
の
中
の
聖
者
様
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■
粗
衣
を
ま
と
っ
た
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
（
ナ
ア
ト
）

粗
衣
を
ま
と
っ
た
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
は

ウ
ン
マ
（
イ
ス
ラ
ー
ム
共
同
体
）
を
繁
栄
さ
せ
た
お
方

迫
害
を
受
け
つ
つ
祝
福
を
与
え
続
け
た
我
が
主
に

私
は
全
身
全
霊
を
捧
げ
て
お
仕
え
す
る

　

私
は
躓
き
な
が
ら
一
歩
一
歩
歩
む

　

我
が
恋
人
の
恩
恵
あ
ふ
れ
る
威
光
を
見
る
が
い
い

　

私
は
罪
に
罪
を
重
ね
て
き
た
人
間

　

あ
の
方
は
恩
寵
に
恩
寵
を
与
え
て
き
た
お
方

我
が
預
言
者
の
恵
み
を
何
と
言
い
表
そ
う

誰
ひ
と
り
地
獄
に
送
る
ま
い
と
必
死
に
努
め
た
お
方

こ
の
世
で
人
々
は
自
分
勝
手
に
振
る
舞
っ
て
い
る
が

我
が
預
言
者
は
地
獄
の
業
火
か
ら
救
い
出
し
て
下
さ
る

　

い
ま
さ
ら
両
世
界
の
王
の
威
光
に
つ
い
て
問
う
な

　

預
言
者
た
ち
の
王
で
、
ア
リ
ー
の
息
子
た
ち
の
祖
父
な
り

　

私
は
我
が
恋
人
に
献
身
し
、
疎
の
恩
恵
に
あ
ず
か
る

　

預
言
者
は
「
信
仰
告
白
」
の
涼
風
を
送
っ
て
く
だ
さ
っ
た

　

預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
を
称
え
る
賛
歌
（
ナ
ア
ト
）
で
、パ
ン
ジ
ャ
ー
ビ
ー
語
の
詩
。「
粗
衣
を
ま
と
っ

た
人
（
カ
ム
リ
ー
・
ワ
ー
ラ
ー
）
は
預
言
者
の
愛
称
で
あ
る
。

■
托
鉢
僧
は
慈
悲
を
請
う
（
ナ
ア
ト
）

我
ら
は
托
鉢
僧
、
あ
の
方
の
慈
悲
を
請
う

我
ら
は
日
夜
、
マ
デ
ィ
ー
ナ
の
あ
の
方
に
祈
り
を
さ
さ
げ
る

　

我
ら
は
主
の
神
々
し
い
美
に
酔
い
し
れ
る

　

そ
の
方
の
名
は
「
粗
衣
を
ま
と
っ
た
お
人
」

　

我
ら
は
あ
の
方
の
托
鉢
層
な
り

最
後
の
審
判
の
日
、
我
ら
に
は
堂
々
と
神
と
対
面
で
き
る
資
格
が
あ
る

我
ら
が
誇
り
と
す
る
も
の
、
そ
れ
は

我
ら
は
あ
の
方
の
托
鉢
僧
な
り

　

我
ら
は
し
も
べ
、
し
も
べ
で
あ
る
こ
と
が
我
ら
の
誇
り

　

地
獄
で
我
ら
を
見
て
、
預
言
者
は
神
に
お
っ
し
ゃ
る

　
「
お
お
神
よ
、
放
免
せ
よ
！
」
と

地
獄
の
業
火
よ
、
我
ら
を
烈
火
の
目
で
見
る
な
か
れ

汝
は
知
ら
ぬ
か
、
我
ら
が
誰
の
托
鉢
僧
な
の
か
を

傍
観
者
た
ち
よ
、
我
ら
を
嘲
笑
の
目
で
見
る
な
か
れ

汝
ら
は
知
ら
ぬ
か
、
我
ら
が
誰
の
托
鉢
僧
な
の
か
を

　

あ
の
方
は
自
ら
は
何
も
請
わ
ず
何
も
求
め
ず

　

何
と
、
あ
の
方
は
た
い
そ
う
豊
か
な
お
方

　

あ
の
方
の
世
界
に
住
み
た
い
な
ら
、
と
く
と
見
る
が
よ
い

　

あ
の
方
の
所
持
品
は
石
の
枕
と
黒
い
粗
衣
の
み

　

あ
の
方
は
、
そ
う
、
あ
の
方
は
た
い
そ
う
豊
か
な
お
方

民
へ
の
供
給
者
、
だ
が
家
で
は
質
素
な
暮
ら
し

神
の
啓
示
を
受
け
ら
れ
た
お
方
、
だ
が
粗
食
に
堪
え
忍
ぶ

こ
の
よ
う
に
神
に
愛
さ
れ
た
お
方
は
、
こ
の
世
に
ほ
か
に
な
し

ム
シ
ロ
の
上
に
座
し
て
は
い
る
が
、
天
上
に
座
す
る
お
方

そ
う
、
あ
の
方
は
た
い
そ
う
豊
か
な
お
方

　

両
世
界
の
光
は
ム
ハ
ン
マ
ド
に
現
れ
る
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ク
ル
ア
ー
ン
の
英
知
は
ム
ハ
ン
マ
ド
に
現
れ
る

　

ア
ッ
ラ
ー
の
御
姿
は
ム
ハ
ン
マ
ド
に
現
れ
る

　

た
し
か
に
、
こ
の
世
は
神
の
御
意
志
で
変
化
す
る

　

だ
が
、
こ
の
宇
宙
を
支
配
す
る
は
ム
ハ
ン
マ
ド
な
り

神
の
慈
悲
の
秘
密
は
あ
の
方
に
だ
け
明
か
さ
れ
た

そ
の
秘
密
を
知
ろ
う
と
、
幾
多
の
聖
者
が
輩
出
し
た

デ
リ
ー
へ
行
き
、
ニ
ザ
ー
ミ
ー
に
な
っ
た
聖
者
あ
り

　
「
砂
糖
の
宝
庫
」
な
る
聖
者
は
神
に
近
づ
い
た

皆
、
貴
方
を
通
し
て
祈
り
を
捧
げ
る

我
ら
は
托
鉢
層
、
あ
の
方
の
慈
悲
を
請
う

　

我
が
行
い
に
こ
れ
以
上
の
善
行
は
な
し

　

我
ら
は
ひ
た
す
ら
ム
ハ
ン
マ
ド
を
称
え
、
そ
の
報
償
を
請
う

　

我
ら
は
托
鉢
僧
、
あ
の
方
の
慈
悲
を
請
う

　

こ
れ
も
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
を
称
え
る
ナ
ア
ト
で
あ
る
が
、
信
徒
が
ひ
た
す
ら
預
言
者
の
慈
悲
を

請
い
求
め
る
様
子
が
詠
わ
れ
て
い
る
。
デ
リ
ー
の
ニ
ザ
ー
ミ
ー
は
ニ
ザ
ー
ム
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ア
ウ
リ

ヤ
ー
（
一
三
二
五
年
没
）
を
、「
砂
糖
の
宝
庫
（
ガ
ン
ジ
ェ
・
シ
ャ
カ
ル
）」
な
る
愛
称
を
持
つ
聖
者

は
パ
キ
ス
タ
ン
の
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
州
パ
ー
ク
パ
ッ
タ
ン
に
廟
の
あ
る
フ
ァ
リ
ー
ド
ゥ
ッ
デ
ィ
ー
ン
・

ガ
ン
ジ
ェ
・
シ
ャ
カ
ル
（
一
二
六
六
年
没
）
を
指
す
。

■
額
を
慈
愛
の
ジ
ュ
ー
マ
ル
で
飾
り
給
え
（
ナ
ア
ト
）

主
よ
、
両
世
界
の
預
言
者
を
媒
介
と
し
て

主
よ
、
戦
い
の
勝
者
を
媒
介
と
し
て

ア
ラ
フ
ァ
ー
ト
で
、
我
が
罪
を
二
分
せ
し
め
よ

ハ
サ
ン
に
半
分
、
し
し
て
フ
サ
イ
ン
に
半
分
を
与
え
よ

　

貴
方
の
慈
悲
を
信
じ
ぬ
も
の
、
我
が
心
に
あ
ら
ず

　

神
に
請
う
こ
と
を
知
ら
ぬ
者
、
真
の
請
願
者
に
あ
ら
ず

　

守
護
者
た
る
神
よ
、
我
が
罪
を
問
い
た
だ
す
な
か
れ

　

我
は
慈
悲
を
請
う
者
、
裁
き
に
は
値
せ
ぬ
者

神
に
選
ば
れ
し
ム
ハ
ン
マ
ド
の
名
を
口
に
す
る
時

心
は
慰
め
ら
れ
、
安
ら
ぎ
を
覚
え
る

ム
ハ
ン
マ
ド
の
名
も
、
神
の
御
名
に
匹
敵
す
る

困
難
苦
難
の
時
に
こ
そ
、
役
に
立
つ
名
前
な
り

　

ア
ッ
ラ
ー
の
威
光
を
、
我
ら
は
目
に
し
て
い
る
の
か

　

マ
デ
ィ
ー
ナ
の
美
し
き
姿
を
目
に
し
て
い
る
の
か

　
「
ム
ハ
ン
マ
ド
の
家
系
に
祝
福
を
」
と
唱
え
る
時

　

我
ら
は
ア
ラ
ブ
の
使
徒
を
目
に
し
て
い
る

　

決
し
て
高
慢
な
態
度
で
座
る
で
な
い

　

ム
ハ
ン
マ
ド
様
の
館
で
は
、
礼
儀
正
し
く
座
る
こ
と

　
　
　
　

＊

額
を
慈
愛
の
ジ
ュ
ー
マ
ル
で
飾
り
給
え

粗
衣
を
ま
と
っ
た
お
方
の
宴
が
開
か
れ
て
い
る

　

慈
愛
に
満
ち
、
誠
実
で
寛
大
な
お
方
と
な
っ
て

　

天
か
ら
神
の
光
が
降
り
て
き
た

　

額
を
慈
愛
の
ジ
ュ
ー
マ
ル
で
飾
り
給
え

私
は
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
る

あ
の
方
の
宴
の
席
に
神
の
御
姿
が
現
れ
て
い
る

　

恋
す
る
者
た
ち
よ
、
も
し
望
む
な
ら

　

預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
様
の
館
を
参
詣
せ
よ
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神
よ
、
涙
ぐ
む
我
が
望
み
が
叶
い
ま
す
よ
う
に

こ
れ
ま
で
の
努
力
が
報
わ
れ
ま
す
よ
う
に

も
う
頼
る
人
も
い
な
い
、
も
う
死
ん
で
も
か
ま
わ
な
い

神
よ
、
我
が
心
か
ら
邪
念
が
取
り
払
わ
れ
ま
す
よ
う
に

ム
ハ
ン
マ
ド
様
の
名
を
唱
え
な
が
ら
死
ね
ま
す
よ
う
に

預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
様
の
館
を
参
詣
せ
よ

　

心
の
中
で
視
線
を
落
と
す
が
い
い

　

目
の
前
に
、
預
言
者
様
の
住
む
路
地
が
現
れ
よ
う

　

お
願
い
で
す
、
私
の
頭
陀
袋
に
も
お
恵
み
を

　

皆
の
頭
陀
袋
に
お
恵
み
を
施
さ
れ
た
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か

何
と
素
晴
ら
し
い
光
景
よ
！

貴
方
の
ほ
か
に
、
最
高
天
に
到
達
し
た
者
は
な
し

神
の
館
に
到
達
し
た
の
は
、
預
言
者
様
だ
け

天
空
飛
行
の
晩
、
神
が
隠
れ
る
帳
に
到
達
し
た
時

帳
の
裏
か
ら
声
が
し
た
「
汝
に
は
我
が
姿
を
見
せ
よ
う
」

何
と
素
晴
ら
し
い
光
景
よ
！

　

額
を
慈
愛
の
ジ
ュ
ー
マ
ル
で
飾
り
給
え

　

粗
衣
を
ま
と
っ
た
お
方
の
宴
が
開
か
れ
て
い
る

　
「
ジ
ュ
ー
マ
ル
「
は
女
性
が
頭
頂
か
ら
額
の
中
央
に
垂
ら
す
装
身
具
の
こ
と
。
き
ら
び
や
か
な
装
身

具
で
な
く
神
の
慈
悲
と
慈
愛
で
身
を
飾
る
べ
き
、
と
女
性
に
対
し
て
説
い
て
い
る
。
預
言
者
ム
ハ
ン

マ
ド
は
羊
毛（
ス
ー
フ
）で
で
き
た
黒
い
粗
衣
を
着
て
い
た
と
さ
れ
る
が
、こ
れ
は
ま
さ
に
ス
ー
フ
ィ
ー

（
ス
ー
フ
が
語
源
）
の
姿
で
あ
っ
た
。
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
で
は
ム
ハ
ン
マ
ド
が
最
初
の
ス
ー
フ
ィ
ー
と
み

な
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
マ
デ
ィ
ー
ナ
（
メ
デ
ィ
ナ
）
に
あ
る
ム
ハ
ン
マ
ド
の
墓
へ
の

巡
礼
が
奨
励
さ
れ
て
い
る
。「
昇
天
（
メ
ー
ラ
ー
ジ
）」
と
は
神
か
ら
授
か
っ
た
奇
跡
で
、
ム
ハ
ン
マ

ド
は
天
使
ジ
ブ
リ
ー
ル
（
ガ
ブ
リ
エ
ル
）
に
連
れ
ら
れ
て
天
国
へ
の
梯
子
を
昇
り
、
最
上
天
で
神
兆

を
拝
ん
だ
と
い
う
故
事
を
指
す
。

■
あ
な
た
は
世
に
も
稀
な
る
お
方
（
ナ
ア
ト
）

燦
然
と
神
々
し
い
光
を
放
つ
貴
方

神
は
隠
れ
て
見
え
な
い
が
、
貴
方
は
我
ら
の
眼
前
に
い
る

荘
厳
な
る
貴
方
を
知
ら
ぬ
者
は
な
し

神
の
次
に
位
置
す
る
者
は
貴
方
な
り

現
世
と
来
世
の
首
長
、
貴
方
は
世
に
も
稀
な
る
お
方

貴
方
の
戸
口
は
カ
ア
バ
神
殿
も
羨
望
す
る
ほ
ど

貴
方
の
顔
は
ク
ル
ア
ー
ン
な
り

貴
方
は
最
後
の
預
言
者
、
万
有
の
統
率
者
、
預
言
者
の
中
の
王

貴
方
の
姿
は
永
遠
の
美
、
全
世
界
が
貴
方
に
身
を
捧
げ
る

貴
方
は
「
昇
天
」
の
時
の
花
婿
な
り

あ
な
た
は
創
造
主
の
家
に
た
ど
り
着
い
た

貴
方
は
神
の
客
人
、
天
界
の
客
人
な
り

　

預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
を
賛
美
す
る
ナ
ア
ト
。
ム
ハ
ン
マ
ド
は
四
十
歳
の
時
に
大
天
使
ジ
ブ
リ
ー
ル

（
ガ
ブ
リ
エ
ル
）
を
通
じ
て
神
の
啓
示
を
受
け
た
。
イ
ス
ラ
ー
ム
で
は
、
ア
ー
ダ
ム
（
ア
ダ
ム
）
に

始
ま
る
預
言
者
の
系
譜
は
ム
ハ
ン
マ
ド
で
終
わ
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
を
「
預
言
者
の
封
印
」
と
よ

ぶ
。
詩
の
中
で
言
及
さ
れ
て
い
る
「
昇
天
（
メ
ー
ラ
ー
ジ
）」
と
は
、
ム
ハ
ン
マ
ド
が
翼
を
も
ち
人
間

の
顔
を
し
た
子
馬
ブ
ラ
ー
ク
に
乗
っ
て
マ
ッ
カ
（
メ
ッ
カ
）
か
ら
エ
ル
サ
レ
ム
へ
の
夜
間
飛
行
を
し
、

そ
こ
か
ら
七
つ
の
天
を
通
っ
て
天
国
へ
昇
っ
た
と
い
う
故
事
を
表
す
。
エ
ル
サ
レ
ム
は
マ
ッ
カ
と
マ

デ
ィ
ー
ナ
（
メ
デ
ィ
ナ
）
に
次
ぐ
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
け
る
第
三
の
聖
地
で
あ
る
。
こ
の
「
昇
天
」
に

よ
っ
て
、
ム
ハ
ン
マ
ド
は
神
の
偉
大
な
る
徴
を
見
た
と
い
う
。
ム
ハ
ン
マ
ド
を
花
婿
、
神
を
花
嫁
に

た
と
え
て
い
る
。
結
婚
は
「
神
と
の
精
神
的
合
一
」
を
意
味
す
る
。
聖
者
の
命
日
祭
で
あ
る
「
ウ
ル
ス
」



68

が
結
婚
を
意
味
す
る
の
も
、
同
じ
考
え
方
に
よ
る
。

■
あ
な
た
は
慈
悲
深
き
お
方
、
私
は
罪
深
き
身
（
ナ
ア
ト
）

（
マ
ウ
ラ
ー
ナ
ー
・
ル
ー
ミ
ー
作
、
一
二
〇
七―

一
二
七
三
）

あ
な
た
は
慈
悲
深
き
お
方
、
私
は
罪
深
き
身

あ
な
た
の
慈
悲
に
す
が
っ
て
、
こ
れ
ま
で
生
き
て
き
た

人
生
は
礼
拝
の
た
め
に
あ
る

礼
拝
な
き
人
生
は
、
恥
に
値
す
る

あ
の
人
を
想
起
す
る
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
信
仰
の
根
幹
な
り

物
乞
い
す
ら
、
あ
の
人
を
想
起
し
て
支
配
者
に
な
る

預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
様
は
命
の
光
、
我
が
師
な
り

罪
深
き
者
た
ち
の
、
心
の
よ
り
ど
こ
ろ

ム
ハ
ン
マ
ド
様
が
、
こ
の
世
の
穢
れ
か
ら
清
め
ら
れ
た
時

ど
の
方
角
へ
顔
を
向
け
て
も
、
そ
こ
に
は
神
の
お
姿
が
あ
っ
た

あ
の
方
の
精
神
は
、
神
の
世
界
を
羽
ば
た
く
鷹
の
よ
う

あ
の
方
は
、
両
世
界
を
慈
悲
で
満
た
す
お
方

預
言
者
た
ち
の
中
で
も
、
傑
出
し
た
預
言
者
な
り

こ
の
天
と
地
に
は
、
ム
ハ
ン
マ
ド
様
以
外
、
誰
も
い
な
い

神
を
賛
美
す
る
お
方
、
皆
に
賛
美
さ
れ
る
お
方

神
を
礼
拝
す
る
お
方
、
皆
に
礼
拝
さ
れ
る
お
方

ア
ッ
ラ
ー
の
友
た
ち
、
友
た
ち
の
ア
ッ
ラ
ー

師
を
見
る
者
は
、
神
を
見
る

神
と
師
を
同
一
視
で
き
な
い
者
は

弟
子
で
あ
る
と
は
言
え
な
い

単
な
る
神
学
者
が
、
ル
ー
ミ
ー
に
な
れ
る
わ
け
で
な
し

も
し*

シ
ャ
ム
ス
・
タ
ブ
リ
ー
ズ
ィ
ー
老
師
に

仕
え
な
か
っ
た
な
ら

*

ル
ー
ミ
ー
の
精
神
的
指
導
者
。

■
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
の
ほ
か
は
、
目
に
入
ら
ず
（
ナ
ア
ト
）

預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
の
ほ
か
は
、
目
に
入
ら
ず

あ
な
た
の
よ
う
な
恋
人
は
、
見
た
こ
と
が
な
い

黒
い
粗
衣
を
ま
と
っ
た
我
が
師
！

多
く
の
預
言
者
が
、
こ
の
世
に
遣
わ
さ
れ
た
が

あ
な
た
の
よ
う
な
お
方
は
、
見
た
こ
と
が
な
い

す
べ
て
の
預
言
者
は
尊
ば
れ
る
も

あ
な
た
の
よ
う
な
お
方
は
、
見
た
こ
と
が
な
い

あ
な
た
の
素
晴
ら
し
さ
を
何
と
表
現
し
よ
う
、
お
お
、
神
に
愛
さ
れ
し
お
方

端
麗
で
美
し
く
、
魅
惑
的
で
気
高
く
、
あ
な
た
は
「
神
の
影
」

あ
な
た
の
顔
は
満
月
の
よ
う
、
あ
な
た
の
黒
髪
は
闇
夜
の
よ
う

髪
の
毛
は
モ
ー
セ
の
言
葉
、
衣
服
は
ア
ッ
ラ
ー
の
言
葉

髭
と
頬
と
額
、
す
べ
て
が
「
ア
ッ
ラ
ー
の
ほ
か
に
神
は
な
し
」
と
唱
和
す
る

あ
な
た
の
よ
う
な
お
方
は
、
見
た
こ
と
が
な
い

預
言
者
の
資
質
に
お
い
て
、
あ
な
た
に
優
る
者
は
な
し

あ
な
た
に
匹
敵
す
る
者
は
、
ど
こ
に
も
見
当
た
ら
ず

あ
な
た
の
よ
う
な
お
方
は
、
見
た
こ
と
が
な
い

*

ヤ
ス
リ
ブ
の
王
よ
、
あ
な
た
の
美
に
対
抗
す
る
者
は
な
し
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花
の
華
麗
さ
、
色
や
香
り
や
新
鮮
さ
も
、
あ
な
た
に
勝
て
ず

こ
の
気
高
さ
、
こ
の
魅
力

こ
の
立
ち
居
振
る
舞
い
、
こ
の
愛
、
こ
の
質
素
さ

す
べ
て
、
た
ぐ
い
ま
れ
な
も
の

預
言
者
よ
、
私
は
あ
な
た
に
命
を
捧
げ
る

あ
な
た
の
姿
を
見
て
、
私
の
口
か
ら
出
た
言
葉
は

　

お
お
、
輝
け
る
満
月
の
よ
う
な
顔
、
お
お
、
神
々
し
い
光
を
発
す
る
額

　

お
お
、
漆
黒
の
髪
の
房
、
お
お
、
酔
い
し
れ
た
瞳

　

あ
な
た
を
何
と
呼
ぼ
う

　

我
が
精
神
と
呼
ぼ
う
、
い
や
世
界
の
精
神
と
呼
ぼ
う

　

ま
さ
に
、
あ
な
た
は
神
の
栄
光
な
り

　

す
べ
て
の
栄
光
の
源
で
あ
る
栄
光
な
り

　

お
お
、
あ
な
た
は
何
と
美
し
く
、
何
と
気
品
高
く

　

何
と
完
全
で
あ
る
こ
と
か
。

あ
な
た
の
よ
う
な
お
方
は
、
見
た
こ
と
が
な
い

あ
な
た
の
よ
う
な
親
愛
な
お
方
を
、
見
た
こ
と
が
な
い

美
し
き
人
を
何
人
も
見
て
き
た
が
、

あ
な
た
ほ
ど
美
し
い
お
方
は
、
見
た
こ
と
が
な
い

お
お
、**

ム
ス
タ
フ
ァ
ー
よ

あ
な
た
の
よ
う
な
お
方
は
、
見
た
こ
と
が
な
い

も
し
誰
か
が
、
神
を
見
た
け
れ
ば

***

「
ミ
ー
ム
」
の
ヴ
ェ
ー
ル
を
取
っ
て
、
神
を
見
る
が
い
い

私
は
天
国
な
ど
熱
望
し
な
い

熱
望
す
る
の
は
、
預
言
者
の
町
と
墓
廟
を
見
た
こ
と
が
な
い
者

預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
の
ほ
か
は
、
目
に
入
ら
ず

あ
な
た
の
よ
う
な
お
方
は
、
見
た
こ
と
が
な
い

*

マ
デ
ィ
ー
ナ
（
メ
デ
ィ
ナ
）
の
古
い
名
前
。

**

「
神
に
選
ば
れ
し
者
」
の
意
味
で
、
ム
ハ
ン
マ
ド
を
指
す
。

***

ア
ラ
ビ
ア
文
字
の
文
字
名
で
ロ
ー
マ
字
の
「
Ｍ
」。A

hm
ad

（
ム
ハ
ン
マ
ド
）
か
らm

を
除
く

とA
had

（
唯
一
な
る
神
）
に
な
る
。

■
灯
明
皿
に
油
を
満
た
せ
（
ナ
ア
ト
）

今
日
、
ア
ー
ミ
ナ
の
膝
を
贈
物
の
山
で
埋
め
よ
う

こ
の
子
は
将
来
、
神
の
使
徒
に
な
る
お
方

灯
明
皿
に
油
を
満
た
し
て
祝
お
う

　

天
界
で
は
歓
喜
の
声
が
沸
き
起
こ
り

　

地
上
で
は
雨
季
の
調
べ
が
奏
で
ら
れ
る

　
「
今
日
ム
ハ
ン
マ
ド
が
誕
生
し
た
」
と

大
天
使
ジ
ブ
リ
ー
ル
（
ガ
ブ
リ
エ
ル
）
が
声
高
く
叫
び

楽
園
の
天
女
が
鈴
を
鳴
ら
し
て
踊
り
回
る

　

今
日
、
ア
ブ
ド
ゥ
ッ
ラ
ー
の
家
の
中
庭
に

　

ア
ダ
ム
か
ら
イ
エ
ス
ま
で
も
が
祝
福
に
訪
れ
る

　

天
使
た
ち
は
賛
歌
を
歌
い
地
上
に
降
り
、
星
の
光
が
瞬
く

預
言
者
の
一
団
が
訪
れ
る
、
ア
ブ
ド
ゥ
ル
・
ム
ッ
タ
リ
ブ
も
い
る

イ
ブ
は
祝
い
の
贈
物
を
持
参
し
、
マ
リ
ア
は
祝
儀
を
ね
だ
る

　

預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
の
生
誕
を
祝
う
「
ナ
ア
ト
」
で
（
言
語
は
ヒ
ン
デ
ィ
ー
語
東
部
方
言
）、
生
誕

の
時
の
喜
び
に
満
ち
た
様
子
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の「
油
」は
慶
事
の
際
に
用
い
ら
れ
る
ギ
ー
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（
精
製
バ
タ
ー
）
の
こ
と
。
ま
た
、「
ア
ー
ミ
ナ
」
は
預
言
者
の
母
、「
ア
ブ
ド
ゥ
ッ
ラ
ー
」
は
父
、「
ア

ブ
ド
ゥ
ル
・
ム
ッ
タ
リ
ブ
」
は
祖
父
の
名
前
で
あ
る
。

　

預
言
者
の
生
誕
は「
ミ
ー
ラ
ー
ド
」と
よ
ば
れ
、そ
の
生
誕
祭（
イ
ー
ド・ミ
ー
ラ
ー
ド
ゥ
ン・ナ
ビ
ー
）

は
盛
大
に
祝
わ
れ
る
。
こ
の
日
は
イ
ス
ラ
ー
ム
国
で
は
休
日
と
な
る
。

■
ア
ッ
ラ
ー
と
ム
ハ
ン
マ
ド
、
そ
れ
に
四
人
の
友
（
マ
ン
カ
バ
ト
）

ア
ッ
ラ
ー
と
ム
ハ
ン
マ
ド
、
そ
れ
に
四
人
の
友

ハ
ー
ジ
ー
、
ハ
ー
ジ
ャ
、
ク
ト
ブ
、
フ
ァ
リ
ー
ド

人
々
は
フ
ァ
リ
ー
ド
を
称
え
、
天
国
に
己
の
居
場
所
を
見
つ
け
よ
う
と
す
る

四
人
の
聖
者
は
真
と
善
の
道
を
歩
ん
だ
お
方
た
ち
、
我
ら
に
名
誉
を
授
け
て
下
さ

る
お
方
た
ち

フ
ァ
リ
ー
ド
の
名
前
を
聞
き
な
が
ら
、
恋
人
た
ち
は
彼
に
命
を
捧
げ
て
殉
教
す
る

恋
人
た
ち
は
心
の
中
で
そ
っ
と
彼
を
愛
し
、
友
と
す
る

ガ
ン
ジ
ェ
・
シ
ャ
カ
ル
の
ほ
う
を
見
つ
め
て
は
、
至
福
に
我
が
身
を
浸
す

天
空
の
無
数
の
星
く
ず
の
よ
う
に
、
こ
の
世
の
人
々
は
地
上
で
合
い
を
確
か
め
合
う

足
首
に
た
く
さ
ん
の
愛
の
鈴
を
巻
き
つ
け
、
聖
者
の
弟
子
た
ち
は
踊
り
狂
う

　

パ
キ
ス
タ
ン
の
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
州
パ
ー
ク
パ
ッ
タ
ン
に
廟
の
あ
る
フ
ァ
リ
ー
ド
ゥ
ッ
デ
ィ
ー
ン
・

ガ
ン
ジ
ェ
・
シ
ャ
カ
ル
（
一
二
六
六
年
没
）
を
称
え
た
賛
歌
で
、
マ
ン
カ
バ
ト
。
彼
の
口
か
ら
は
甘

い
言
葉
が
次
々
に
ほ
と
ば
し
り
出
た
と
い
わ
れ
、「
ガ
ン
ジ
ェ
・
シ
ャ
カ
ル
（
砂
糖
の
宝
庫
）
の
異
名

を
持
つ
。「
ハ
ー
ジ
ャ
」
は
イ
ン
ド
に
チ
シ
ュ
テ
ィ
ー
教
団
を
導
入
し
た
ム
イ
ー
ヌ
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
チ

シ
ュ
テ
ィ
ー
（
一
二
三
六
年
没
）
を
指
し
、
そ
の
廟
は
イ
ン
ド
の
ア
ジ
ュ
メ
ー
ル
に
あ
る
。
他
の
二

人
も
チ
シ
ュ
テ
ィ
ー
教
団
の
高
名
な
聖
者
を
指
し
て
い
る
。

■
ダ
ー
タ
ー
様
の
戸
口
に
（
マ
ン
カ
バ
ト
）

ダ
ー
タ
ー
様
の
戸
口
に
座
り
、
人
々
は
願
掛
け
を
す
る

神
の
恵
み
を
こ
こ
か
ら
得
て
、
こ
こ
ろ
ゆ
く
ま
で
踊
り
に
興
ず
る

わ
た
し
の
ハ
ー
ジ
ャ
様
は
こ
う
お
っ
し
ゃ
っ
た

「
こ
の
世
に
ダ
ー
タ
ー
様
の
よ
う
な
聖
者
様
は
い
な
い
」

ダ
ー
タ
ー
様
は
決
し
て
手
ぶ
ら
で
帰
す
こ
と
も
な
く
、
誰
の
心
を
も
傷
つ
け
な
い

　

こ
れ
が
あ
な
た
様
の
愛
の
証

あ
な
た
様
の
お
名
前
は
こ
の
世
に
轟
き
渡
り

人
々
は
あ
な
た
様
の
戸
口
に
口
づ
け
し
、
願
い
を
か
な
え
て
も
ら
う

あ
な
た
様
は
ア
リ
ー
と
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
に
可
愛
が
ら
れ
た
お
方

わ
た
し
は
い
つ
ま
で
も
あ
な
た
様
の
友
で
あ
り
、
恋
人
で
あ
り
た
い

　

ラ
ホ
ー
ル
の
ダ
ー
タ
ー
・
ガ
ン
ジ
・
バ
フ
シ
ュ
こ
と
ア
リ
ー
・
フ
ジ
ュ
ウ
ェ
ー
リ
ー
（
一
〇
七
二

年
頃
没
）
を
称
え
る
マ
ン
カ
バ
ト
。
民
衆
か
ら
「
ダ
ー
タ
ー
様
（
至
福
を
与
え
る
者
）」
と
親
し
ま

れ
て
お
り
、
そ
の
廟
は
パ
キ
ス
タ
ン
最
大
級
の
も
の
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
ア
リ
ー
は
預
言
者
ム
ハ
ン

マ
ド
の
四
女
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
と
結
婚
し
た
第
四
代
正
統
カ
リ
フ
で
あ
る
。
カ
ッ
ワ
ー
リ
ー
の
詩
で
は
、

ア
リ
ー
は
ス
ー
フ
ィ
ー
の
精
神
的
支
柱
と
し
て
、
ま
た
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
は
理
想
の
女
性
と
し
て
、
し

ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
。

■
真
理
は
ア
リ
ー
（
マ
ン
カ
バ
ト
）

時
に
は
壁
が
揺
れ
動
き
、
時
に
は
扉
が
振
動
す
る

ア
リ
ー
の
名
を
聞
く
や
、
ハ
イ
バ
ル
の
扉
が
振
動
す
る

　

人
々
の
王
ア
リ
ー
よ
、
比
類
な
き
勇
者
ア
リ
ー
よ

　

神
の
獅
子
ア
リ
ー
よ

　

真
理
は
ア
リ
ー
、
我
が
主
ア
リ
ー
よ
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命
が
身
体
か
ら
離
脱
す
る
時

我
が
唇
に
残
る
は
ア
リ
ー
の
名
の
み

こ
の
名
を
唱
え
る
時
、
精
神
は
解
放
さ
れ
る

　

信
徒
よ
、
こ
の
名
こ
そ
真
実
の
名

　

こ
の
名
が
汝
の
苦
痛
を
和
ら
げ
る

　

こ
の
名
に
宿
る
呪
力
の
秘
密
を
解
く
が
い
い

　
「
困
難
よ
、
我
が
眼
前
か
ら
消
え
う
せ
ろ
」

さ
も
な
く
ば
、「
困
難
の
除
去
者
」
に
語
り
か
け
よ
う

な
ぜ
な
ら
、
あ
の
方
こ
そ
我
が
ア
リ
ー
、
ア
リ
ー

　

身
体
に
も
ア
リ
ー
の
名
、
舌
の
上
に
も
ア
リ
ー
の
名

　

我
が
死
す
時
、
屍
衣
に
も
ア
リ
ー
の
名
を
し
る
せ

ア
リ
ー
へ
の
愛
な
く
し
て
、
望
み
は
叶
え
ら
れ
ず

礼
拝
の
報
償
の
ま
た
決
し
て
得
ら
れ
ず

神
の
し
も
べ
よ
、
よ
い
か
、
聞
く
が
い
い

ア
リ
ー
を
得
ぬ
者
は
神
を
も
得
ら
れ
ず

真
理
は
ア
リ
ー
、
我
が
主
ア
リ
ー
よ

　

い
く
ら
探
せ
ど
も
、
目
に
は
名
に
も
見
え
ず

　

目
的
地
の
印
は
道
案
内
の
助
け
で
見
え
た

　

我
ら
は
神
の
館
で
と
に
か
く
ア
リ
ー
に
会
え
た

　

神
を
探
し
た
、
ア
リ
ー
の
家
で
神
に
会
え
た

預
言
者
の
使
命
を
全
う
す
る
は
ア
リ
ー

偽
善
に
満
ち
た
暗
黒
世
界
を
照
ら
す
は
ア
リ
ー

神
の
啓
示
の
真
髄
こ
そ
ア
リ
ー

信
仰
と
い
う
真
珠
貝
の
中
の
真
珠
こ
そ
ア
リ
ー

　

礼
拝
の
主
題
、
そ
れ
は
ア
リ
ー
の
名
の
唱
和

　

信
仰
の
中
心
、
そ
れ
は
ア
リ
ー
の
名
の
唱
和

　

心
の
安
ら
ぎ
を
求
め
る
者
た
ち
よ

　

心
の
平
安
を
得
る
に
は
、
ア
リ
ー
の
名
を
唱
和
せ
よ

聡
明
な
る
見
識
を
得
た
時
、
何
と
言
お
う

我
は
い
か
な
る
美
を
見
た
か

我
は
万
物
に
顕
在
す
る
預
言
者
と
ア
リ
ー
を
見
た

神
に
誓
っ
て
、
ア
リ
ー
と
預
言
者
、
二
人
は
一
心
同
体

ア
リ
ー
を
見
た
、
そ
れ
は
預
言
者
を
見
た
こ
と

預
言
者
を
見
た
、
そ
れ
は
神
を
見
た
こ
と

　
「
獅
子
を
崇
め
る
こ
と
は
信
仰
」
と
は
預
言
者
の
命
令

　

ア
リ
ー
は
預
言
者
の
精
神
・
肉
体
・
命
そ
の
も
の
な
り

　

廉
直
な
る
ア
リ
ー
、
神
の
剣
た
る
ア
リ
ー

　

聖
者
の
中
の
聖
者
こ
そ
ア
リ
ー

　

真
理
は
ア
リ
ー
、
我
が
主
ア
リ
ー
よ

神
の
獅
子
は
ア
ッ
ラ
ー
の
手
の
内
に
あ
り

称
賛
の
対
象
は
比
類
な
き
王
者
ア
リ
ー

預
言
者
の
家
系
に
匹
敵
す
る
家
系
な
し

ア
リ
ー
ほ
ど
の
人
物
は
二
度
と
生
ま
れ
ず

真
理
は
ア
リ
ー
、
我
が
主
ア
リ
ー
よ

　

あ
ら
ゆ
る
聖
者
の
鼓
動
、
そ
れ
は
ア
リ
ー

　

天
国
に
吹
く
微
風
、
そ
れ
は
ア
リ
ー

　

正
道
を
万
人
に
示
す
者
、
そ
れ
は
ア
リ
ー

　

預
言
者
と
神
に
愛
さ
れ
し
者
、
そ
れ
は
ア
リ
ー



72

ア
リ
ー
が
誕
生
し
た
場
所
は
カ
ー
バ
神
殿
の
中

生
ま
れ
出
る
や
目
に
し
た
も
の
は
預
言
者
の
顔

ア
リ
ー
は
光
、
ア
リ
ー
は
輝
く
満
月
な
り

　

預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
の
娘
婿
で
第
四
代
正
統
カ
リ
フ
に
し
て
シ
ー
ア
派
初
代
イ
マ
ー
ム
で
あ
る
ア

リ
ー
を
称
え
る
賛
歌
で
、「
マ
ン
カ
バ
ト
」
な
い
し
は
「
マ
ナ
ー
キ
ブ
」
と
よ
ば
れ
る
。
勇
猛
果
敢
な

戦
士
と
し
て
誉
れ
高
い
ア
リ
ー
は
最
初
の
ス
ー
フ
ィ
ー
と
み
な
さ
れ
て
お
り
、
後
代
の
ス
ー
フ
ィ
ー

た
ち
の
精
神
的
支
柱
と
し
て
崇
敬
さ
れ
て
い
る
。「
獅
子
」「
困
難
の
除
去
者
」な
ど
の
別
称
を
持
つ
。「
ハ

イ
バ
ル
の
砦
」
云
々
は
、
こ
の
砦
の
扉
を
ひ
と
り
で
持
ち
上
げ
た
と
い
う
故
事
に
よ
る
。「
昇
天
の
晩

（
メ
ー
ラ
ー
ジ
ュ
）」
は
、
ム
ハ
ン
マ
ド
が
エ
ル
サ
レ
ム
に
旅
し
て
そ
こ
か
ら
天
界
へ
昇
っ
て
神
の
姿

を
見
た
と
い
う
故
事
を
指
す
。

■
聖
者
様
の
し
も
べ
た
ち
に
（
マ
ン
カ
バ
ト
）

ダ
ー
タ
ー
様
の
恵
み
は
万
人
の
た
め
の
も
の

ム
ハ
ン
マ
ド
の
光
の
泉
が
沸
き
出
で
る

ダ
ー
タ
ー
様
は
花
婿
、
何
と
素
晴
ら
し
い
光
景
か

聖
者
が
居
並
ぶ
中
、
ダ
ー
タ
ー
様
の
結
婚
行
列
が
進
む

　

ダ
ー
タ
ー
様
の
し
も
べ
た
ち
に
祭
り
を
祝
わ
せ
給
え

　

ダ
ー
タ
ー
様
の
ご
登
場
だ
、
宴
を
盛
り
上
げ
さ
せ
給
え

こ
の
光
は
こ
の
世
の
ダ
ー
タ
ー
・
ア
リ
ー
様
の
光

こ
の
光
は
ダ
ー
タ
ー
・
ハ
ジ
ュ
ウ
ェ
ー
リ
ー
様
の
光

　

狂
信
的
な
信
徒
よ
、
我
ら
が
ダ
ー
タ
ー
様
を
お
参
り
せ
よ

　

ダ
ー
タ
ー
様
の
姿
は
神
の
光
で
輝
い
て
い
る

　

ダ
ー
タ
ー
様
は
ア
リ
ー
の
子
孫
で
預
言
者
の
家
系

　

聖
者
ジ
ー
ラ
ー
ニ
ー
様
に
そ
の
威
光
を
尋
ね
て
み
る
が
い
い

　

幾
多
の
皇
帝
が
現
れ
て
は
消
え
、
帝
国
が
交
代
し
た
が

　

我
ら
が
ダ
ー
タ
ー
様
の
統
治
は
不
変
な
り

こ
の
戸
口
で
恭
し
く
こ
う
べ
を
垂
れ
さ
せ
給
え

バ
グ
ダ
ー
ド
か
ら
ア
ジ
ュ
メ
ー
ル
か
ら
聖
者
が
訪
れ
た

ダ
ー
タ
ー
様
が
通
ら
れ
る
場
所
に
ひ
れ
伏
さ
せ
給
え

こ
れ
は
ダ
ー
タ
ー
様
の
特
別
な
お
恵
み

こ
れ
は
信
仰
の
花
飾
り
、
ヌ
ス
ラ
ッ
ト
に
聞
か
せ
給
え

　

ダ
ー
タ
ー
様
の
し
も
べ
た
ち
に
祭
り
を
祝
わ
せ
給
え

　

亜
大
陸
最
初
の
ス
ー
フ
ィ
ー
で
あ
る
ダ
ー
タ
ー
・
ガ
ン
ジ
・
バ
フ
シ
ュ
こ
と
ア
リ
ー
・
フ
ジ
ュ
ウ
ェ
ー

リ
ー
（
一
〇
七
二
年
頃
没
）
を
称
え
る
マ
ン
カ
バ
ト
。
民
衆
か
ら
「
ダ
ー
タ
ー
（
至
福
を
与
え
る
聖

者
様
）」
と
愛
さ
れ
て
お
り
、
パ
キ
ス
タ
ン
の
古
都
ラ
ホ
ー
ル
に
あ
る
そ
の
廟
は
パ
キ
ス
タ
ン
最
大
級

で
あ
る
。
こ
こ
で
の
祭
り
と
は
命
日
祭
（
ウ
ル
ス
）
の
こ
と
で
、
多
く
の
カ
ッ
ワ
ー
ル
た
ち
が
カ
ッ

ワ
ー
リ
ー
を
披
露
す
る
。
バ
グ
ダ
ー
ド
か
ら
の
聖
者
は
ア
ブ
ド
ゥ
ル
・
カ
ー
デ
ィ
ル
・
ジ
ー
ラ
ー
ニ
ー

（
一
一
六
六
年
没
）
を
、
ア
ジ
ュ
メ
ー
ル
の
聖
者
は
イ
ン
ド
の
地
に
チ
シ
ュ
テ
ィ
ー
派
神
秘
主
義
を
導

入
し
た
ム
イ
ー
ヌ
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
チ
シ
ュ
テ
ィ
ー
（
一
二
三
六
年
没
）
を
指
す
。

■
ア
リ
ー
は
我
が
呼
吸
（
マ
ン
カ
バ
ト
）

ア
リ
ー
を
思
い
起
こ
せ
、
ア
リ
ー
に
救
い
を
求
め
よ

ハ
イ
バ
ル
の
砦
を
攻
略
で
き
た
の
は
、
ア
リ
ー
の
支
え
あ
っ
て
こ
そ

我
が
主
ア
リ
ー
、
ア
リ
ー
は
我
が
呼
吸

呼
吸
す
る
た
び
に
、
ア
リ
ー
を
思
い
起
こ
せ

　

ア
リ
ー
は
我
ら
の
胸
に
あ
り
、
我
ら
の
息
と
と
も
に
あ
り

　

ア
リ
ー
は
我
ら
の
周
り
に
あ
り
、
我
ら
の
瞳
の
中
に
あ
り

　

恋
人
た
ち
の
住
み
か
は
、
ア
リ
ー
へ
の
道
の
途
中
に
あ
り
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神
よ
、
皆
々
に
ア
リ
ー
の
庇
護
を
与
え
給
え

　

呼
吸
す
る
た
び
に
、
ア
リ
ー
を
思
い
起
こ
せ

　

我
が
主
ア
リ
ー
、
ア
リ
ー
は
我
が
呼
吸

ア
リ
ー
は
預
言
者
に
可
愛
が
ら
れ
た
髪
の
光
り

神
は
ア
リ
ー
の
も
の

神
は
カ
ア
バ
神
殿
に
現
れ
る

我
が
主
ア
リ
ー
、
ア
リ
ー
は
我
が
呼
吸

　

我
が
主
ア
リ
ー
、
ア
リ
ー
の
主
は
ア
ッ
ラ
ー

　

ア
リ
ー
は
預
言
者
を
主
と
仰
ぐ
者
の
主

　

ア
リ
ー
は
聖
者
の
中
の
聖
者
、
聖
者
た
ち
の
誇
り

　

我
が
主
ア
リ
ー
、
ア
リ
ー
は
我
が
呼
吸

ア
リ
ー
は
聖
者
た
ち
の
冠

ア
リ
ー
は
信
徒
た
ち
の
望
み

ア
リ
ー
の
足
音
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
数
え
て
み
よ
う

我
が
主
ア
リ
ー
、
ア
リ
ー
は
我
が
呼
吸

　

ア
リ
ー
を
知
る
こ
と
は
神
を
知
る
こ
と

　

ア
リ
ー
の
力
は
全
世
界
の
知
る
と
こ
ろ

　

我
が
主
ア
リ
ー
、
ア
リ
ー
は
我
が
呼
吸

ア
リ
ー
は
ア
ッ
ラ
ー
の
誉
れ
高
き
獅
子

ま
さ
に
我
ら
の
導
師
、
預
言
者
の
紅
玉

我
が
主
ア
リ
ー
、
ア
リ
ー
は
我
が
呼
吸

　

ア
リ
ー
は
が
っ
し
り
と
し
た
獅
子

　

ハ
ー
シ
ム
家
の
輝
き
、
比
類
な
き
勇
者

　

頼
れ
る
者
が
い
な
け
れ
ば
、
ア
リ
ー
を
頼
れ

　

我
が
主
ア
リ
ー
、
ア
リ
ー
は
我
が
呼
吸

■
優
し
い
眼
差
し
を
向
け
給
え
（
マ
ン
カ
バ
ト
）

預
言
者
の
宴
の
灯
り
よ
、
お
お
貧
者
を
慈
し
む
者
よ

神
の
国
の
春
よ
、
お
お
貧
者
を
慈
し
む
者
よ

ど
う
か
お
聞
き
を
、
お
お
貧
者
を
慈
し
む
者
よ

我
は
貴
方
に
声
を
掛
け
る
、
お
お
貧
者
を
慈
し
む
者
よ

優
し
い
眼
差
し
を
向
け
給
え
、
チ
シ
ュ
ト
の
王
よ

聖
者
の
中
の
聖
者
、
神
に
愛
さ
れ
し
聖
者
様

聖
者
の
長
、
預
言
者
の
代
理
人

恋
人
た
ち
の
崇
敬
の
的
、
紙
に
愛
さ
れ
し
聖
者
様

貴
方
は
万
有
の
守
護
者
、
我
ら
は
貴
方
に
請
い
願
う
者

万
物
に
授
け
給
え
、
預
言
者
の
慈
愛
を

我
ら
は
罪
深
き
者
、
貴
方
は
慈
悲
の
持
ち
主

我
ら
は
い
ず
こ
に
、
貴
方
は
い
ず
こ
に

貴
方
が
放
つ
そ
の
光
、
そ
れ
は
神
に
近
づ
い
た
証
し

貴
方
は
ム
ハ
ン
マ
ド
の
威
光
を
解
釈
す
る
お
方

貴
方
は
神
で
は
な
い
が
、
し
か
し
神
に
誓
っ
て

貴
方
は
神
の
徴
、
神
に
愛
さ
れ
死
聖
者
さ
ま

　

こ
の
マ
ン
カ
バ
ト
は
、
イ
ン
ド
亜
大
陸
に
チ
シ
ュ
テ
ィ
ー
教
団
を
導
入
し
た
ハ
ー
ジ
ャ
・
ム
イ
ー

ヌ
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
チ
シ
ュ
テ
ィ
ー
（
一
二
三
六
年
没
）
を
称
え
る
詩
で
あ
る
。
こ
の
教
団
は
現
在
、

イ
ン
ド
・
パ
キ
ス
タ
ン
で
最
大
の
勢
力
を
誇
る
神
秘
主
義
教
団
で
、「
存
在
の
唯
一
性
」
を
説
き
、
禁

欲
を
厳
守
し
つ
つ
平
和
を
指
向
す
る
。特
に
ズ
ィ
ク
ル
を
重
ん
じ
、音
楽
と
踊
り
を
容
認
す
る
。ム
イ
ー

ヌ
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
チ
シ
ュ
テ
ィ
ー
の
廟
は
イ
ン
ド
の
首
都
デ
リ
ー
の
南
西
、
ラ
ー
ジ
ャ
ス
タ
ー
ン
州
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の
ア
ジ
ュ
メ
ー
ル
に
あ
り
、
ム
ス
リ
ム
に
と
っ
て
の
最
大
の
巡
礼
地
（
ズ
ィ
ヤ
ー
ラ
ト
ガ
ー
）
の
ひ

と
つ
に
数
え
ら
れ
て
い
る
。
イ
ン
ド
と
パ
キ
ス
タ
ン
の
間
の
往
来
が
自
由
で
な
い
現
在
で
も
、
同
廟

に
お
け
る
年
一
回
の
ウ
ル
ス
（
命
日
祭
）
に
は
パ
キ
ス
タ
ン
政
府
派
遣
の
巡
礼
団
が
送
ら
れ
て
い
る
。

「
貧
者
を
慈
し
む
者
（
ガ
リ
ー
ブ
・
ナ
ワ
ー
ズ
）」
と
は
ム
イ
ー
ヌ
ッ
デ
ィ
ー
ン
の
愛
称
で
、
人
々
の

間
で
は
こ
の
名
で
通
っ
て
い
る
。
チ
シ
ュ
ト
と
は
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
北
西
部
の
ヘ
ラ
ー
ト
近
く
の
村

の
名
で
、
チ
シ
ュ
テ
ィ
ー
教
団
の
創
設
者
、
ハ
ー
ジ
ャ
・
ア
ブ
ー
・
イ
ス
ハ
ー
ク
が
一
時
期
住
ん
で

い
た
由
緒
あ
る
地
で
、
教
団
名
は
こ
れ
に
由
来
す
る
。

■
我
が
師
ム
イ
ー
ヌ
ッ
デ
ィ
ー
ン
（
マ
ン
カ
バ
ト
）

　
（
シ
ャ
ー
・
ナ
ス
ィ
ー
ル
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
チ
ラ
ー
ゲ
・
デ
ヘ
リ
ー
作
、
一
三
五
六
年
没
）

師
の
中
の
師
、
ム
イ
ー
ヌ
ッ
デ
ィ
ー
ン

こ
の
世
界
の
誉
れ
、
ム
イ
ー
ヌ
ッ
デ
ィ
ー
ン

師
た
ち
の
宝
冠
、
ム
イ
ー
ヌ
ッ
デ
ィ
ー
ン

我
が
師
よ

あ
な
た
は
世
界
の
帝
王
、
ム
イ
ー
ヌ
ッ
デ
ィ
ー
ン

ど
ん
な
に
悪
女
で
あ
ろ
う
と
も
、
私
は
あ
な
た
の
も
の

我
が
師
よ
、
ど
う
か
ご
慈
悲
を

あ
な
た
は
世
界
の
帝
王
、
ム
イ
ー
ヌ
ッ
デ
ィ
ー
ン

あ
な
た
の
慈
悲
が
ほ
し
い

私
の
腕
を
支
え
て
ほ
し
い

私
の
欠
点
は
見
な
い
で
ほ
し
い

な
す
べ
き
こ
と
を
、
実
行
し
て
ほ
し
い

ど
ん
な
に
悪
女
で
あ
ろ
う
と
も
、
私
は
あ
な
た
の
も
の

我
が
師
よ
、
ど
う
か
ご
慈
悲
を

あ
な
た
の
ま
な
ざ
し
で
、
私
は
幸
せ
に
な
れ
る

ま
な
ざ
し
を
向
け
て
く
れ
な
け
れ
ば
、
死
ん
で
し
ま
う

欠
点
だ
ら
け
の
私
、
美
徳
な
ど
何
ひ
と
つ
持
た
な
い
私

あ
な
た
の
慈
悲
で
、
私
は
幸
せ
に
な
れ
る

あ
な
た
は
世
界
の
帝
王
、
ム
イ
ー
ヌ
ッ
デ
ィ
ー
ン

他
人
の
顔
を
、
ど
う
し
て
見
よ
う

私
に
は
あ
な
た
が
必
要
、
ム
イ
ー
ヌ
ッ
デ
ィ
ー
ン

私
は
あ
な
た
の
戸
口
に
横
た
わ
る

ど
う
か
、
私
の
名
誉
を
守
り
た
ま
え

我
が
師
よ
、
私
の
名
誉
を
守
り
た
ま
え

ハ
ー
ル
ー
ニ
ー
聖
者
様
の
た
め
に

私
の
運
を
開
い
て
ほ
し
い

最
愛
の
あ
な
た
様
、
あ
な
た
は
唯
一
無
二

私
の
身
の
上
を
聞
い
て
ほ
し
い
、
ム
イ
ー
ヌ
ッ
デ
ィ
ー
ン

教
え
て
ほ
し
い
、
私
は
ど
こ
へ
行
け
ば
い
い
の
か

我
が
師
よ
、
私
は
ど
こ
へ
行
け
ば
い
い
の
か

ね
え
、
私
は
ど
こ
へ
行
け
ば
い
い
の
か
、
教
え
て
ほ
し
い

私
は
あ
な
た
の
戸
口
へ
来
る
よ
う
、
髪
に
導
か
れ
た

我
が
師
よ
、
私
は
ど
こ
へ
行
け
ば
い
い
の
か

ね
え
、
私
は
ど
こ
へ
行
け
ば
い
い
の
か
、
教
え
て
ほ
し
い

私
は
苦
し
み
悶
え
る
不
運
な
身
、
ム
イ
ー
ヌ
ッ
デ
ィ
ー
ン

預
言
者
の
孫
た
ち
の
た
め
に

ナ
ス
ィ
ー
ル
の
名
誉
を
守
り
た
ま
え
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■
ア
リ
ー　
ダ
ム　
ダ
ム
（
マ
ン
カ
バ
ト
）

あ
な
た
の
戸
口
で
、
人
々
は
陶
酔
し
て
踊
り
狂
う

あ
な
た
の
戸
口
で
、
人
々
は
陶
酔
し
て
踊
り
狂
う

こ
れ
は
、
世
界
が
知
る
と
こ
ろ

師
を
溺
愛
す
る
皆
が
、
あ
な
た
の
偉
大
さ
を
認
め
て
い
る

ア
リ
ー 

ダ
ム 

ア
リ
ー 
ダ
ム 

ア
リ
ー 

ダ
ム

　
（
息
を
す
る
た
び
に
、
ア
リ
ー
の
名
前
）

あ
な
た
の
戸
口
で
、
人
々
は
陶
酔
し
て
踊
り
狂
う

こ
れ
は
、
世
界
が
知
る
と
こ
ろ

師
を
溺
愛
す
る
皆
が
、
あ
な
た
の
偉
大
さ
を
認
め
て
い
る

セ
ヘ
ワ
ン
の
師
よ
、
セ
ヘ
ワ
ン
の
師
よ

ジ
ュ
ー
レ
ー
ラ
ー
ル 

カ
ラ
ン
ダ
ル 

ジ
ュ
ー
レ
ー
ラ
ー
ル

セ
ヘ
ワ
ン
の
師
、
苦
悩
す
る
者
た
ち
の
守
護
者

あ
な
た
以
外
、
誰
が
我
ら
の
訴
え
を
聞
く
か

我
ら
を
救
い
た
ま
え

病
に
苦
し
む
こ
の
私
に
、
ご
慈
悲
を

死
の
瞬
間
ま
で
、
日
夜
、
唱
え
ま
す

ア
リ
ー 

ダ
ム 

ア
リ
ー 

ダ
ム 

ア
リ
ー 

ダ
ム

ジ
ュ
ー
レ
ー
ラ
ー
ル 

ジ
ュ
ー
レ
ー
ラ
ー
ル

ジ
ュ
ー
レ
ー 

カ
ラ
ン
ダ
ル 

ジ
ュ
ー
レ
ー
ラ
ー
ル 

カ
ラ
ン
ダ
ル

私
は
陶
酔
し
て
踊
り
狂
う
、
あ
な
た
へ
の
賛
歌
を
歌
う

運
に
恵
ま
れ
れ
ば
、
来
年
も
あ
な
た
の
戸
口
に
参
詣
に
来
ま
す

お
お
我
が
師
よ
、
私
は
無
力
な
る
身

あ
な
た
の
戸
口
で
、
人
々
は
陶
酔
し
て
踊
り
狂
う

師
を
溺
愛
す
る
皆
が
…

■
カ
ル
バ
ラ
ー
の
殉
教
者
（
マ
ル
ス
ィ
ヤ
）

カ
ル
バ
ラ
ー
の
殉
教
者
を
思
い
出
す
と

世
界
は
震
え
お
の
の
き
、
血
の
涙
を
流
す

　
　

お
お
フ
サ
イ
ン
よ
、
お
お
フ
サ
イ
ン
よ

フ
サ
イ
ン
は
王
な
り
、
フ
サ
イ
ン
は
皇
帝
な
り

フ
サ
イ
ン
は
宗
教
な
り
、
フ
サ
イ
ン
は
宗
教
の
守
護
者
な
り

あ
な
た
に
勝
る
者
は
な
し
、
あ
な
た
に
匹
敵
す
る
者
は
な
し

フ
サ
イ
ン
の
姿
を
見
て
、
神
も
最
後
の
審
判
の
日
に
言
う

「
預
言
者
の
孫
よ
、
汝
は
預
言
者
の
後
継
ぎ
な
り
」

　
　

お
お
フ
サ
イ
ン
よ
、
お
お
フ
サ
イ
ン
よ

カ
ル
バ
ラ
ー
の
悲
劇
、
そ
れ
は
前
代
未
聞
の
出
来
事

剣
の
刃
で
フ
サ
イ
ン
の
首
が
切
り
落
と
さ
れ
た
時

天
空
さ
え
も
恐
怖
に
わ
な
な
い
た

「
獅
子
」
の
息
子
は
ど
の
よ
う
な
最
期
を
迎
え
た
の
か

悲
痛
な
叫
び
を
あ
げ
て
、
あ
の
世
に
召
さ
れ
た
に
違
い
な
い

　
　

お
お
フ
サ
イ
ン
よ
、
お
お
フ
サ
イ
ン
よ

　

フ
サ
イ
ン
（
六
二
六―

六
八
〇
）
は
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
の
孫
で
、第
四
代
正
統
カ
リ
フ
で
「
獅
子
」

の
異
名
を
持
つ
ア
リ
ー
と
そ
の
妻
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
の
息
子
。
シ
ー
ア
派
第
三
代
イ
マ
ー
ム
で
、「
殉
教

者
の
長
」
と
し
て
知
ら
れ
る
。

　

六
八
〇
年
、
フ
サ
イ
ン
は
ウ
マ
イ
ヤ
朝
を
打
倒
す
べ
く
ク
ー
フ
ァ
に
向
か
っ
た
が
、
途
中
の
カ
ル

バ
ラ
ー
の
地
で
敵
の
大
軍
に
虐
殺
さ
れ
た
。
そ
の
日
は
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
の
一
月
で
あ
る
ム
ハ
ッ
ラ
ム
月

一
〇
日
で
あ
っ
た
。
こ
の
日
に
は
、
今
で
も
シ
ー
ア
派
の
信
徒
は
フ
サ
イ
ン
の
殉
教
を
悼
む
。
フ
サ
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イ
ン
は
シ
ー
ア
派
だ
け
で
な
く
、ス
ン
ナ
派
か
ら
も
崇
敬
を
集
め
て
お
り
、多
く
の
「
マ
ル
ス
ィ
ヤ
（
挽

歌
）」
が
詠
ま
れ
て
き
た
。
フ
サ
イ
ン
の
頭
部
が
安
置
さ
れ
て
い
る
カ
イ
ロ
の
サ
イ
イ
ド
ナ
ー
・
フ
サ

イ
ン
・
モ
ス
ク
は
、
ム
ス
リ
ム
の
巡
礼
地
の
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
モ
ス
ク
の
壁
に
掛
か
っ

て
い
る
額
に
は
「
神
の
預
言
者
（
彼
に
神
の
恩
恵
と
平
安
あ
れ
）
は
語
っ
た
。〝
フ
サ
イ
ン
は
私
を
助

力
し
、
わ
た
し
は
フ
サ
イ
ン
を
助
力
し
た
〞」
と
い
う
言
葉
が
書
か
れ
て
い
る
。

■
わ
た
し
は
知
ら
な
い
（
ガ
ザ
ル
）

た
ど
り
着
い
た
場
所
が
ど
こ
な
の
か 

わ
た
し
は
知
ら
な
い

　

そ
こ
は
仮
の
宿
だ
っ
た
の
か

い
た
る
と
こ
ろ
で
屠
ら
れ
た
動
物
が
身
悶
え
て
い
た

　

そ
こ
は
仮
の
宿
だ
っ
た
の
か

杉
の
木
の
よ
う
に
す
ら
り
と
し
た

　

妖
精
の
よ
う
な
麗
し
き
乙
女

そ
の
姿
が
わ
た
し
の
心
を
か
き
乱
し
て
い
た

　

そ
こ
は
仮
の
宿
だ
っ
た
の
か

永
遠
な
る
天
界
の
神
の
館
で

　

饗
宴
を
と
り
し
き
る
は
神
自
身

宴
を
照
ら
す
と
も
し
び
は
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド

　

そ
こ
は
仮
の
宿
だ
っ
た
の
か

　

カ
ッ
ワ
ー
リ
ー
の
創
始
者
と
い
わ
れ
る
ア
ミ
ー
ル
・
フ
ス
ラ
ウ
（
一
三
二
五
年
没
）
作
の
ペ
ル
シ
ャ

語
に
よ
る
ガ
ザ
ル
（
恋
愛
抒
情
詩
）
で
あ
る
。「
屠
ら
れ
た
動
物
が
身
悶
え
（
ラ
ク
セ
・
ビ
ス
ミ
ル
）」

と
は
、
神
を
称
え
る
た
め
に
い
け
に
え
に
捧
げ
ら
れ
た
動
物
が
痙
攣
す
る
様
子
を
示
し
て
い
る
。
神

と
の
神
秘
的
合
一
が
は
か
ら
れ
た
瞬
間
を
詠
ん
で
い
る
。

■
別
れ
た
恋
人
を
想
う
と
（
ガ
ザ
ル
）

別
れ
た
恋
人
を
想
う
と
、
涙
が
雨
の
よ
う
に
目
か
ら
流
れ
落
ち
る

こ
の
世
に
別
離
な
ど
な
け
れ
ば
い
い
、
涙
が
雨
の
よ
う
に
目
か
ら
流
れ
落
ち
る

　
恋
人
が
よ
そ
の
国
へ
行
か
な
い
よ
う
に
、
待
ち
人
が
別
離
に
堪
え
な
く
て
い
い
よ
う
に

　

こ
の
世
に
別
離
な
ど
な
け
れ
ば
い
い
、
涙
が
雨
の
よ
う
に
目
か
ら
流
れ
落
ち
る

心
を
奪
っ
て
知
ら
ぬ
顔
を
す
る
恋
人
、
そ
ん
な
恋
人
に
は
神
も
知
ら
ぬ
顔

こ
の
世
に
別
離
な
ど
な
け
れ
ば
い
い
、
涙
が
雨
の
よ
う
に
目
か
ら
流
れ
落
ち
る

　

恋
人
と
の
愛
の
絆
は
も
は
や
な
く
、
私
の
心
の
傷
は
深
ま
る
ば
か
り

　

フ
ァ
リ
ー
ド
よ
、
不
毛
の
大
地
が
ふ
た
た
び
肥
沃
な
土
地
に
な
る
よ
う
に

　

こ
の
世
に
別
離
な
ど
な
け
れ
ば
い
い
、
涙
が
雨
の
よ
う
に
目
か
ら
流
れ
落
ち
る

人
々
は
一
日
に
五
回
神
を
思
い
起
こ
す
が
、
私
は
四
六
時
中
神
を
思
い
起
こ
す

別
れ
た
恋
人
を
想
う
と
、
涙
が
雨
の
よ
う
に
目
か
ら
流
れ
落
ち
る

　

恋
人
な
し
で
、
ど
う
し
て
時
を
過
せ
よ
う

　

涙
で
濡
れ
て
乾
か
ぬ
目
、
ど
う
し
て
眠
り
に
つ
け
よ
う

　

こ
の
狂
え
る
心
を
ど
う
説
得
し
よ
う

　

恋
人
の
思
い
出
は
忘
れ
よ
う
に
も
忘
れ
ら
れ
ず

　

別
れ
た
恋
人
を
想
う
と
、
涙
が
雨
の
よ
う
に
目
か
ら
流
れ
落
ち
る

記
憶
が
徐
々
に
薄
れ
て
い
く
の
が
や
る
せ
な
い

冷
淡
な
恋
人
よ
、
人
生
そ
の
も
の
が
私
に
冷
た
く
あ
た
る

最
後
の
吐
息
と
と
も
に
、
私
は
あ
な
た
の
名
前
を
口
走
る

涙
が
雨
の
よ
う
に
目
か
ら
流
れ
落
ち
る

　

現
代
パ
ン
ジ
ャ
ー
ビ
ー
語
詩
人
の
ガ
ザ
ル
で
、
恋
人
と
は
こ
の
世
の
女
性
と
も
神
と
も
解
釈
で
き

る
。「
涙
が
雨
の
よ
う
に
…
」
の
表
現
が
生
き
生
き
し
て
い
る
。
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■
こ
の
心
地
よ
い
陶
酔
（
ガ
ザ
ル
）

酌
人
の
視
線
に
ひ
か
れ
て
飲
ん
で
し
ま
っ
た
私

波
間
に
漂
う
よ
う
に
飲
ん
で
し
ま
っ
た
私

慈
悲
深
き
神
よ
、
こ
の
罪
を
許
し
給
え

つ
い
欲
を
出
し
て
飲
ん
で
し
ま
っ
た
私

神
の
許
し
な
し
で
飲
む
私
で
は
な
い
の
に

恋
人
の
瞳
に
ひ
か
れ
て
密
か
に
飲
ん
で
し
ま
っ
た
私

　

そ
ば
に
い
る
よ
う
で
い
て
遠
く
に
い
る
恋
人

　

で
も
い
つ
も
私
の
心
の
中
に
い
る

　

あ
の
人
の
瞳
を
見
た
そ
の
日
か
ら

　

私
は
心
地
よ
い
陶
酔
に
浸
っ
て
い
る

私
の
心
の
中
に
住
む
あ
の
人
は

暗
黒
の
中
に
差
し
込
む
一
条
の
光
の
よ
う

も
う
私
は
無
我
の
境
地
を
さ
ま
よ
う

酔
い
が
全
身
に
回
っ
て
い
る

　
　
　

＊

こ
の
心
地
よ
い
陶
酔

悪
い
の
は
あ
な
た
の
そ
の
視
線

私
に
酒
の
味
を
覚
え
さ
せ
た
の
は
あ
な
た
の
視
線

　

あ
な
た
へ
の
愛
が
、
あ
な
た
へ
の
想
い
が

　

あ
な
た
の
誘
惑
す
る
視
線
が
、
私
を
酒
飲
み
に
し
て
し
ま
っ
た

酒
の
味
は
？　

 

酔
い
心
地
は
？

こ
れ
す
べ
て
、
あ
な
た
へ
の
愛
の
た
ま
も
の

ど
ん
な
視
線
を
投
げ
て
飲
ま
せ
た
の
か
？

も
う
私
は
忘
我
の
境
地
を
さ
ま
よ
い
歩
く

あ
な
た
の
誘
惑
す
る
視
線
が
、
私
を
酒
飲
み
に
し
て
し
ま
っ
た

　

世
界
は
酔
い
し
れ
、
宇
宙
は
酔
い
し
れ

　

昼
も
夜
も
、
暁
も
黄
昏
も
酔
い
し
れ

　

酒
盃
も
酒
瓶
も
す
べ
て
酔
い
し
れ

　

誰
も
彼
も
あ
な
た
の
そ
の
瞳
に
酔
い
し
れ
る

酌
人
よ
、
あ
な
た
の
酒
場
に
は
重
分
に
酒
が
あ
る
が

あ
な
た
の
瞳
か
ら
滴
る
酒
を
注
い
で
ほ
し
い

酌
人
よ
、
あ
な
た
は
媚
び
を
売
り
、
し
な
を
つ
く
る
が

今
は
た
だ
、
こ
の
酒
盃
に
酒
を
注
い
で
ほ
し
い

あ
な
た
の
誘
惑
す
る
視
線
が
、
私
を
酒
飲
み
に
し
て
し
ま
っ
た

　

あ
な
た
へ
の
愛
は
私
の
命

　

礼
拝
も
身
の
清
め
方
も
知
ら
ぬ
私
だ
が

　

あ
な
た
が
目
の
前
に
現
れ
れ
ば
、
ひ
れ
伏
す
だ
ろ
う

　

そ
う
、
私
の
命
は
あ
な
た
へ
の
愛
だ
か
ら

あ
な
た
を
必
死
に
思
い
起
こ
す
は
私
の
努
め

あ
な
た
が
幸
せ
な
ら
ば
私
も
幸
せ

あ
な
た
に
惚
れ
る
な
ん
て
、
こ
れ
は
奇
跡

こ
う
べ
を
垂
れ
た
場
所
に
、
私
は
神
殿
を
作
っ
た

　

今
度
は
誰
を
じ
ら
す
つ
も
り
な
の
か
？

　

私
を
ど
の
よ
う
に
消
し
去
る
つ
も
り
な
の
か
？

　

い
っ
た
い
ど
こ
か
ら
矢
を
射
る
つ
も
り
な
の
か
？

あ
の
人
の
前
に
、
私
は
ま
ず
短
剣
を
置
き
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次
に
肝
臓
、
心
臓
、
頭
を
並
べ
置
い
た

そ
し
て
こ
う
述
べ
た
「
今
度
は
誰
を
じ
ら
す
つ
も
り
な
の
か
？
」

　

私
は
生
ま
れ
つ
き
の
愛
の
奴
隷

　

世
の
信
心
・
不
信
人
な
ど
気
に
し
な
い

　

私
が
こ
う
べ
を
垂
れ
る
の
は
あ
な
た
だ
け

　

そ
こ
い
ら
の
礼
拝
所
な
ど
求
め
な
い

　

私
の
祈
祷
は
尋
常
で
な
く

　

教
会
も
神
殿
も
必
要
で
な
い

　

あ
な
た
を
一
目
見
る
こ
と
が

　

あ
あ
、
礼
拝
に
も
優
れ
る

　

そ
う
、
私
の
命
は
あ
な
た
へ
の
愛
だ
か
ら

あ
な
た
の
名
前
を
唱
え
よ
う

あ
な
た
の
前
に
ひ
ざ
ま
ず
こ
う

私
の
愛
は
叫
び
つ
づ
け
る

「
あ
な
た
を
神
に
し
よ
う
！
」
と

私
は
貴
方
の
名
前
を
唱
え
る
が

ほ
う
ぼ
う
の
家
々
で
は
私
の
噂
ば
か
り

世
間
の
者
が
私
を
忘
れ
去
っ
て
も
い
い

も
し
私
が
あ
な
た
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら

私
の
心
に
は
生
き
続
け
て
い
る

あ
な
た
の
限
り
な
く
美
し
い
姿
が

あ
な
た
が
照
ら
さ
ぬ
灯
り
な
ど

そ
ん
な
灯
り
な
ど
消
し
て
し
ま
お
う

　

雨
は
ど
う
し
て
降
る
の
か
と
尋
ね
る
と

　
「
額
の
汗
の
滴
を
落
と
し
た
か
ら
」
と
の
答
え

　

雷
は
ど
う
し
て
落
ち
る
の
か
と
問
う
と

　
「
目
と
目
を
合
わ
せ
て
下
に
向
け
た
か
ら
」
と
の
答
え

　

昼
と
夜
が
ど
う
し
て
交
差
す
る
の
か
と
問
う
と

　
「
顔
に
巻
き
毛
を
垂
ら
し
た
か
ら
」
と
の
答
え

　

音
楽
に
ど
う
し
て
魔
力
が
あ
る
の
か
と
問
う
と

　
「
甘
い
言
葉
で
話
を
聞
か
せ
た
か
ら
」
と
の
答
え

　

私
の
望
み
は
ど
こ
ま
で
叶
っ
た
の
か
と
問
う
と

　
「
燃
え
て
い
る
灯
り
を
消
し
去
っ
た
」
と
の
答
え

我
が
友
情
に
幸
あ
れ
と
祈
る
が
い
い

両
手
を
あ
げ
て
私
の
幸
せ
を
祈
る
が
い
い

あ
な
た
を
殺
人
者
に
仕
立
て
た
の
は
、
こ
の
私
な
の
だ
か
ら

　

我
が
愛
し
き
君
よ
、
私
に
目
を
向
け
給
え

　

私
は
い
つ
も
の
よ
う
に
半
死
半
生
の
身

　

貴
方
は
そ
れ
で
も
正
気
な
の
か
？

　

そ
ん
な
に
口
汚
く
罵
ら
な
い
で
ほ
し
い

　

私
に
感
謝
す
る
が
い
い
、
愛
し
い
人
よ

　

貴
方
に
話
す
術
を
教
え
た
の
は
、
こ
の
私

こ
の
心
地
よ
い
陶
酔
／
悪
い
の
は
あ
な
た
の
そ
の
視
線

私
に
酒
の
味
を
覚
え
さ
せ
た
の
は
あ
な
た
の
視
線

■
不
実
な
人
を
愛
す
る
こ
と
も
あ
る
も
の
さ
（
ガ
ザ
ル
）

悲
し
み
を
運
ん
で
く
る
ほ
か
に
、
何
が
で
き
よ
う
？

燃
え
盛
る
宴
を
開
く
ほ
か
に
、
何
が
で
き
よ
う
？



79

̶̶̶̶　文化表象としての〈イスラーム〉　̶̶̶̶

我
は
光
明
を
請
い
つ
つ
、
暗
黒
を
求
め
に
き
た
者

己
の
家
に
火
を
つ
け
る
ほ
か
に
、
何
が
で
き
よ
う
？

　

私
は
無
邪
気
な
春
の
中
に
、
お
ま
え
を
見
つ
け
た

　

幾
多
の
美
し
き
道
行
く
人
の
中
に
、
お
ま
え
を
見
つ
け
た

　

我
が
恋
人
よ
、
帳
の
裏
に
隠
れ
る
お
ま
え
に
誓
っ
て

　

私
は
涙
の
滴
の
中
に
、
お
ま
え
を
見
つ
け
た
の
だ

悲
し
み
の
話
を
語
っ
て
聞
か
せ
る
た
び
に

涙
は
、
ま
つ
げ
の
下
で
微
笑
ん
で
い
る

あ
の
人
の
た
め
に
す
べ
て
を
失
っ
た
の
に

あ
の
人
は
、
私
を
こ
の
世
か
ら
消
し
去
ろ
う
と
す
る

本
当
？

　
　
　
　

＊

不
実
な
人
を
愛
す
る
こ
と
も
あ
る
も
の
さ

ど
ん
な
人
で
も
恋
人
は
恋
人
だ
も
の

運
命
に
書
か
れ
て
い
る
の
は
悲
嘆
の
み
、
仕
方
な
い

あ
の
不
実
な
人
を
私
は
愛
し
て
い
る
、
仕
方
な
い

本
当
？　

不
実
な
人
を
愛
す
る
こ
と
も
あ
る
も
の
さ

　

私
の
愛
の
強
さ
を
見
よ
、
あ
の
人
と
の
約
束
を
守
り

　

何
度
も
騙
さ
れ
た
が
、
そ
れ
で
も
信
じ
て
い
た
私

　

本
当
か
？　

不
実
な
人
を
愛
す
る
こ
と
も
あ
る
も
の
さ

私
は
あ
の
人
の
目
配
せ
に
、
命
さ
え
捧
げ
た
が

あ
の
人
は
、
私
の
愛
な
ど
信
じ
よ
う
と
し
な
か
っ
た

本
当
？　

不
実
な
人
を
愛
す
る
こ
と
も
あ
る
も
の
さ

　

私
は
た
だ
愛
を
経
験
し
て
い
た
だ
け

　

心
に
つ
い
た
火
を
、
も
う
消
す
こ
と
は
で
き
な
い

　

お
ま
え
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
は
、
思
い
た
く
な
い

　

お
ま
え
へ
の
思
い
が
心
か
ら
去
ら
な
い
か
ら

　

本
当
？　

 

不
実
な
人
を
愛
す
る
こ
と
も
あ
る
も
の
さ

巻
き
毛
を
顔
か
ら
払
っ
て
話
を
し
ろ

明
る
い
と
こ
ろ
で
話
を
し
ろ

こ
ん
な
話
し
方
が
い
っ
た
い
あ
る
か
？

心
の
痛
み
を
察
し
て
話
を
し
ろ

本
当
？　

 

不
実
な
人
を
愛
す
る
こ
と
も
あ
る
も
の
さ

　

私
が
口
を
開
け
ば
お
ま
え
は
言
う
「
貴
方
は
誰
な
の
？
」

　

ま
じ
め
に
答
え
ろ
、
こ
の
口
の
き
き
か
た
は
何
だ
？

　

不
実
の
人
を
愛
す
る
こ
と
も
あ
る
も
の
さ

　

ど
ん
な
人
で
も
恋
人
は
恋
人
だ
も
の

死
ぬ
者
は
、
喜
び
勇
ん
で
死
を
選
ん
だ
が

恋
人
の
不
実
は
相
変
わ
ら
ず
の
ま
ま

ど
ん
な
人
で
も
恋
人
は
恋
人
だ
も
の

　

恋
敵
が
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
何
だ

　

薔
薇
の
花
に
、
刺
は
つ
き
も
の

　

約
束
の
晩
に
、
あ
の
人
が
現
れ
な
く
で
も

　

た
だ
ひ
た
す
ら
、
死
を
待
て
ば
い
い
だ
け
さ

　

涙
す
る
者
よ
、
人
生
と
は
つ
ま
り

　

愛
が
あ
っ
て
こ
そ
の
人
生
な
り

　

不
実
の
人
を
愛
す
る
こ
と
も
あ
る
も
の
さ
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■
酌
人
よ
、
俺
は
お
ま
え
の
酒
場
の
見
世
物
さ
（
ガ
ザ
ル
）

世
間
へ
の
苦
情
な
ど
忘
れ
て
し
ま
い
た
い
、
酌
人
よ

さ
あ
飲
ま
せ
ろ
、
も
っ
と
も
っ
と
飲
ま
せ
ろ
、
酌
人
よ

ち
ょ
っ
と
愛
の
話
で
も
し
よ
う
で
は
な
い
か
、
酌
人
よ

そ
う
す
れ
ば
世
間
の
様
子
も
変
わ
る
だ
ろ
う
、
酌
人
よ

酒
杯
な
ど
俺
に
は
必
要
な
い
、
酌
人
よ

お
ま
え
の
視
線
に
幸
あ
れ
、
そ
れ
だ
け
で
十
分
さ

　
　
　
　

＊

酌
人
よ
、
俺
は
お
ま
え
の
酒
場
の
見
世
物
さ

悪
酔
い
し
た
雲
が
ふ
ら
つ
き
な
が
ら
流
れ
て
き
た

さ
あ
喉
を
潤
さ
せ
て
く
れ
、
恋
人
よ

愛
し
い
君
よ
、
愛
し
い
君
よ

　

ど
ん
ど
ん
酌
を
し
て
く
れ
、
お
ま
え
の
酒
場
に
乾
杯
だ

　

愛
し
い
君
よ
、
愛
し
い
君
よ

数
個
の
酒
杯
が
拒
ん
だ
と
し
て
も
か
ま
わ
な
い

お
ま
え
の
視
線
に
幸
あ
れ
、
酒
場
は
い
く
ら
で
も
あ
る

愛
し
い
君
よ
、
愛
し
い
君
よ

　

一
杯
の
酒
杯
で
、
宴
の
席
は
酔
い
し
れ
て
い
る

　

も
は
や
手
に
お
え
な
い
こ
の
あ
り
さ
ま

　

お
ま
え
に
狂
っ
た
男
を
、
世
間
は
見
る
だ
ろ
う

男
は
わ
け
の
分
か
ら
ぬ
こ
と
を
つ
ぶ
や
い
て
い
る

　

さ
あ
見
よ
、
お
ま
え
に
狂
っ
た
男
の
状
態
を

　

酌
人
の
瞳
は
あ
っ
ち
、
俺
の
心
は
こ
っ
ち

　

今
日
は
酒
杯
と
酒
杯
の
ぶ
つ
か
り
合
い
だ

　

さ
あ
杯
の
話
を
し
ろ
、
酒
場
の
話
を
し
ろ

　

あ
の
春
が
訪
れ
、
あ
の
雲
が
沸
き
立
つ

　

酌
人
よ
、
俺
は
お
ま
え
の
酒
場
の
見
世
物
さ

■
誘
惑
の
瞳
か
ら
守
り
給
え
（
ガ
ザ
ル
）

誘
惑
の
瞳
か
ら
、
ア
ッ
ラ
ー
よ
、
我
を
守
り
給
え

若
き
人
か
ら
、
ア
ッ
ラ
ー
よ
、
我
を
守
り
給
え

　

い
か
な
る
災
難
に
見
舞
わ
れ
よ
う
と
も

　

美
し
き
人
か
ら
、
ア
ッ
ラ
ー
よ
、
我
を
守
り
給
え

あ
の
人
の
無
邪
気
さ
に
惑
わ
さ
れ
る
で
な
い

あ
の
人
に
決
し
て
騙
さ
れ
る
で
な
い

　

あ
の
人
は
微
笑
み
な
が
ら
略
奪
す
る
人

　

あ
の
人
の
計
略
か
ら
、
ア
ッ
ラ
ー
よ
、
我
を
守
り
給
え

あ
ど
け
な
い
顔
で
話
し
か
け
て
く
る
が

口
で
言
う
こ
と
と
心
で
思
う
こ
と
は
別
々

　

月
の
よ
う
な
美
し
い
顔
を
し
て
い
る
が

　

そ
の
よ
こ
し
ま
な
心
か
ら
、
ア
ッ
ラ
ー
よ
、
我
を
守
り
給
え

は
や
く
天
国
と
天
女
が
ほ
し
い
く
せ
に

日
夜
、
礼
拝
に
励
む
ふ
り
を
し
て
い
る

　

あ
あ
、
あ
な
た
の
よ
う
な
偽
善
者
か
ら
、

　

純
真
ぶ
る
人
か
ら
、
ア
ッ
ラ
ー
よ
、
我
を
守
り
給
え

あ
の
人
が
誠
実
で
な
い
の
は
生
ま
れ
つ
き

そ
れ
は
世
間
の
皆
が
知
っ
て
い
る
こ
と

　

善
良
な
る
人
々
を
騙
し
続
け
る
あ
の
人
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無
垢
を
装
う
人
か
ら
、
ア
ッ
ラ
ー
よ
、
我
を
守
り
給
え

誘
惑
の
瞳
か
ら
、
ア
ッ
ラ
ー
よ
、
我
を
守
り
給
え

若
き
人
か
ら
、
ア
ッ
ラ
ー
よ
、
我
を
守
り
給
え

■
そ
っ
と
ヴ
ェ
ー
ル
を
取
る
人
（
ガ
ザ
ル
）

屋
上
で
そ
っ
と
ヴ
ェ
ー
ル
を
取
る
人

黄
昏
時
、
そ
の
光
景
を
そ
っ
と
眺
め
る
私

　

伏
し
目
が
ち
に
妖
艶
な
し
ぐ
さ
を
す
る
あ
の
人

　

そ
っ
と
私
に
求
婚
し
て
い
る
に
ち
が
い
な
い

そ
ん
な
に
媚
び
を
振
り
ま
い
て
歩
く
で
な
い

人
前
で
私
は
悩
殺
さ
れ
て
し
ま
う

　

お
ま
え
の
気
ま
ぐ
れ
な
態
度
、
そ
の
微
笑

　

そ
の
し
ぐ
さ
に
私
は
戸
惑
う
ば
か
り

止
め
ど
な
く
流
れ
る
涙

誰
か
が
密
か
に
私
の
名
を
呼
ん
で
い
る
に
ち
が
い
な
い

　

屋
上
で
そ
っ
と
ヴ
ェ
ー
ル
を
取
る
あ
の
人

■
あ
の
人
の
戸
口
に
た
ど
り
着
き
た
い
（
ガ
ザ
ル
）

あ
の
人
の
戸
口
に
た
ど
り
着
き
た
い

そ
の
あ
と
ど
う
す
る
か
な
ど
、
聞
い
て
く
れ
る
な

　

偶
像
の
前
で
こ
う
べ
を
垂
れ
る
こ
と
が
罪
な
ら
ば

　

視
線
で
あ
の
人
を
崇
拝
す
る
こ
と
に
し
よ
う

あ
な
た
の
い
う
こ
と
も
聞
か
ね
ば
な
ら
ぬ
し
、
酌
人
よ

酒
杯
に
恥
を
か
か
せ
る
わ
け
に
も
い
か
ぬ
し

　

今
夜
、
酒
杯
を
く
れ
よ
う
が
く
れ
ま
い
が

　

こ
の
酒
場
で
夜
を
明
か
す
こ
と
に
し
よ
う

こ
ち
ら
で
は
、
浮
か
ぬ
顔
し
た
私
が
ひ
と
り

あ
ち
ら
で
は
、
あ
の
人
の
宴
が
賑
わ
し
い

　

暗
黒
を
我
が
家
へ
呼
び
寄
せ
、
代
わ
り
に

　

あ
の
人
の
家
を
明
る
く
灯
す
こ
と
に
し
よ
う

あ
の
人
と
の
関
係
を
絶
っ
た
も
の
の

最
低
の
礼
儀
だ
け
は
わ
き
ま
え
ね
ば
な
ら
ぬ

　

最
後
の
息
を
引
き
取
る
ま
で
、
あ
の
人
に

　

不
平
不
満
だ
け
は
言
わ
ぬ
こ
と
に
し
よ
う

あ
の
人
の
戸
口
に
た
ど
り
着
き
た
い

そ
の
あ
と
ど
う
す
る
か
な
ど
、
聞
い
て
く
れ
る
な

■
一
晩
中
、
酒
杯
を
か
た
む
け
る
と
（
ガ
ザ
ル
）

一
晩
中
、
わ
た
し
が
酒
杯
を
か
た
む
け
る
と

星
々
は
、
わ
た
し
に
恭
し
く
挨
拶
を
し
て
く
れ
る

さ
あ
、
飾
り
立
て
よ
う
、
喜
び
に
満
ち
た
こ
の
宿
を

こ
こ
に
は
麗
し
き
旅
人
た
ち
が
逗
留
し
て
い
る
の
だ
か
ら

我
が
心
に
神
を
想
起
さ
せ
る
偶
像
た
ち
を

わ
た
し
は
尊
敬
の
念
を
も
っ
て
見
つ
め
た
い

命
を
売
り
払
え
、
わ
ず
か
な
愛
と
引
き
換
え
に

あ
な
た
の
し
も
べ
は
、
こ
う
し
た
商
売
さ
え
す
る
の
だ

一
度
で
い
い
か
ら
わ
た
し
は
眼
差
し
を
向
け
給
え
、
酌
人
よ

わ
た
し
は
身
も
心
も
あ
な
た
に
捧
げ
て
い
る
の
だ
か
ら
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古
典
定
型
詩
の
名
称
で
あ
り
、
お
も
に
恋
愛
抒
情
詩
を
さ
す
ガ
ザ
ル
で
は
、
時
に
は
神
へ
の
「
真

の
愛
」
が
、
ま
た
時
に
は
こ
の
世
の
男
女
間
の
「
叶
わ
ぬ
愛
（
仮
の
愛
と
よ
ぶ
）」
が
詠
わ
れ
る
。
こ

の
詩
は
パ
キ
ス
タ
ン
の
現
代
詩
人
カ
テ
ィ
ー
ル
。
シ
フ
ァ
ー
イ
ー
の
ガ
ザ
ル
。
こ
こ
で
も「
酒
杯
」「
酌

人
」
と
い
っ
た
、
イ
ス
ラ
ー
ム
で
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
酒
に
関
す
る
言
葉
が
見
ら
れ
る
が
、
神
秘
主

義
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
酒
は
「
ア
ッ
ラ
ー
に
関
す
る
知
識
（
マ
ア
リ
フ
ァ
）」
を
意
味
す
る
。

■
愛
の
国
に
確
固
た
る
地
位
を
築
け
（
ガ
ザ
ル
）

大
地
や
天
空
の
た
め
に

あ
な
た
が
い
る
の
で
は
な
い

あ
な
た
の
た
め
に
、
こ
の
世
が
あ
り

こ
の
世
の
た
め
に
、
あ
な
た
が
い
る
わ
け
で
は
な
い

　
　

愛
の
国
に
確
固
た
る
地
位
を
築
く
が
い
い

運
命
を
信
じ
る
前
に
、
自
我
を
高
め
よ

神
は
信
徒
に
尋
ね
る
だ
ろ
う

　
「
汝
の
人
生
の
目
的
は
何
だ
」
と

　
　

愛
の
国
に
確
固
た
る
地
位
を
築
く
が
い
い

こ
の
自
我
は
天
使
の
性
質
な
り

自
我
あ
れ
ば
こ
そ
、
神
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る

　
　

愛
の
国
に
確
固
た
る
地
位
を
築
く
が
い
い

新
し
き
時
代
、
新
し
き
朝
と
夕
べ
を
築
く
が
い
い

神
が
お
ま
え
に
自
然
を
知
る
心
を
与
え
る
な
ら
ば

物
言
わ
ぬ
薔
薇
や
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
に
も
、
言
葉
を
授
け
る
が
い
い

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ガ
ラ
ス
職
人
を
あ
り
が
た
が
る
な

純
粋
な
土
器
で
酒
杯
を
作
る
が
い
い

わ
た
し
は
君
主
の
生
活
で
は
な
く
、
貧
者
の
生
活
を
営
む

自
我
を
売
る
で
な
い
、
貧
困
の
中
で
名
声
を
得
る
が
い
い

　
　

愛
の
国
に
確
固
た
る
地
位
を
築
く
が
い
い

　

パ
キ
ス
タ
ン
の
建
国
構
想
を
練
っ
た
民
族
詩
人
ム
ハ
ン
マ
ド
・
イ
ク
バ
ー
ル
（
一
八
七
六̶

一
九
三
八
）
の
詩
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
パ
キ
ス
タ
ン
北
部
の
ス
ィ
ヤ
ー
ル
コ
ー
ト
で
生
ま
れ
た
イ
ク

バ
ー
ル
は
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
の
古
都
ラ
ホ
ー
ル
で
学
ん
だ
あ
と
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
と
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
で
留

学
生
活
を
送
っ
た
。
詩
人
・
弁
護
士
・
政
治
家
・
哲
学
者
と
し
て
知
ら
れ
る
。
彼
の
多
く
の
詩
に
は

メ
ロ
デ
ィ
ー
が
つ
け
ら
れ
、
現
在
で
も
い
ろ
い
ろ
な
場
で
歌
わ
れ
て
い
る
。
イ
ク
バ
ー
ル
が
ロ
ン
ド

ン
で
息
子
の
ジ
ャ
ー
ヴ
ェ
ー
ド
か
ら
の
手
紙
を
受
け
取
っ
た
時
に
詠
ん
だ
有
名
な
詩
「
ジ
ャ
ー
ヴ
ェ
ー

ド
に
宛
て
て
」
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
明
を
盲
目
的
に
受
け
入
れ
る
の
で
は
な
く
、

祖
国
の
伝
統
を
保
持
し
つ
つ
イ
ス
ラ
ー
ム
の
復
興
を
願
う
父
親
の
息
子
に
た
い
す
る
心
情
が
発
露
さ

れ
て
い
る
。
イ
ク
バ
ー
ル
の
詩
を
大
衆
化
し
た
の
は
、
ヌ
ス
ラ
ッ
ト
の
父
親
の
ウ
ス
タ
ー
ド・フ
ァ
テ・

ア
リ
ー
・
ハ
ー
ン
で
あ
っ
た
が
、
ヌ
ス
ラ
ッ
ト
も
そ
の
伝
統
を
引
き
継
い
で
い
る
。

■
あ
な
た
と
の
別
離
に
さ
い
な
ま
れ
（
ガ
ザ
ル
）

あ
な
た
と
の
別
離
に
、
さ
い
な
ま
れ

苦
し
み
が
、
私
の
心
に
巣
く
っ
た

苦
し
み
が
、
私
の
心
に
巣
く
っ
た

一
度
で
い
い
か
ら
、
あ
な
た
を
得
た
い

あ
な
た
に
は
、
何
の
損
が
あ
ろ
う

あ
な
た
と
の
別
離
に
、
さ
い
な
ま
れ

私
は
、
路
地
裏
を
さ
ま
よ
っ
た

私
は
、
路
地
裏
を
さ
ま
よ
っ
た

そ
し
て
愛
に
つ
ま
ず
き
、
難
題
が
解
け
た

あ
な
た
と
の
別
離
に
、
さ
い
な
ま
れ
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恋
人
よ
、
あ
な
た
は
な
ぜ
私
の
愛
を
忘
れ
た
の
か

我
が
瞳
は
、
あ
な
た
の
姿
を
追
い
求
め
た
が

恋
人
の
姿
は
、
現
れ
ず

あ
な
た
と
の
別
離
に
、
さ
い
な
ま
れ

私
は
、
過
ぎ
ゆ
く
日
々
を
数
え
た

人
生
は
、
も
う
終
わ
ろ
う
と
し
て
い
る

人
生
は
、
も
う
終
わ
ろ
う
と
し
て
い
る

し
か
し
、
あ
な
た
を
待
つ
時
間
は
ま
だ
ま
だ
続
く

あ
な
た
と
の
別
離
に
、
さ
い
な
ま
れ

■
夢
の
中
に
現
れ
な
い
で
（
ガ
ザ
ル
）

不
実
な
人
よ
、
夢
の
中
に
現
れ
な
い
で

お
願
い
だ
か
ら
、
私
を
こ
れ
以
上
苦
し
め
な
い
で

眠
っ
て
い
る
苦
し
み
を
、
起
こ
さ
な
い
で

不
実
な
人
よ
、
夢
の
中
に
現
れ
な
い
で

お
願
い
だ
か
ら
、
私
を
こ
れ
以
上
苦
し
め
な
い
で

安
ら
か
に
、
眠
ら
せ
て

苦
し
み
の
物
語
を
、
語
ら
な
い
で

こ
の
罰
に
、
私
は
耐
え
ら
れ
な
い

私
の
ど
こ
が
悪
か
っ
た
の
？　

 

不
実
な
人
よ

あ
な
た
は
、
私
を
世
間
か
ら
引
き
離
し
た

眠
っ
て
い
る
苦
し
み
を
、
起
こ
さ
な
い
で

こ
れ
以
上
、
あ
な
た
を
思
い
出
さ
せ
な
い
で

な
ぜ
、
私
は
あ
な
た
を
信
頼
し
た
の
だ
ろ
う

あ
な
た
へ
の
愛
は
、
私
に
は
不
釣
り
合
い
だ
っ
た

私
を
幸
せ
か
ら
離
し
た
の
は
、
あ
な
た

愛
の
代
わ
り
に
得
た
も
の
は
、
あ
な
た
の
不
実

あ
な
た
は
私
と
の
関
係
を
、
大
切
に
し
な
か
っ
た

眠
っ
て
い
る
苦
し
み
を
、
起
こ
さ
な
い
で

こ
れ
以
上
、
あ
な
た
を
思
い
出
さ
せ
な
い
で

私
を
炉
の
中
で
燃
や
し
て
、
あ
な
た
が
得
た
物
は
？

不
実
な
人
よ

こ
れ
以
上
、
あ
な
た
を
思
い
出
さ
せ
な
い
で

不
実
な
人
よ
、
夢
の
中
に
現
れ
な
い
で

お
願
い
だ
か
ら
、
私
を
こ
れ
以
上
苦
し
め
な
い
で

眠
っ
て
い
る
苦
し
み
を
、
起
こ
さ
な
い
で

こ
れ
以
上
、
あ
な
た
を
思
い
出
さ
せ
な
い
で

■
一
晩
中
わ
た
し
は
（
ガ
ザ
ル
）

一
晩
中
、
わ
た
し
は
恋
人
と
の
別
離
で
眠
れ
ず

夜
が
明
け
て
も
、
闇
夜
の
恐
怖
で
眠
れ
ず

　

我
が
身
は
蝋
燭
の
よ
う
に
火
あ
ぶ
り
に
処
せ
ら
れ

　

恋
人
に
身
を
焦
が
し
て
、
わ
た
し
は
眠
れ
ず

わ
た
し
は
マ
ジ
ュ
ヌ
ー
ン
、
牢
獄
の
看
守
は

わ
た
し
の
足
鎖
が
立
て
る
音
で
眠
れ
ず

　

悲
嘆
と
落
胆
は
も
は
や
不
倶
戴
天
の
敵

　

こ
の
敵
と
の
戦
い
で
、
わ
た
し
は
夜
通
し
眠
れ
ず
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ム
ガ
ル
朝
最
期
の
皇
帝
、
バ
ハ
ー
ド
ゥ
ル
・
シ
ャ
ー
・
ザ
フ
ァ
ル
（
一
七
七
五―

一
八
六
二
年
）

が
詠
ん
だ
ガ
ザ
ル
。「
ザ
フ
ァ
ル
」
は
雅
号
で
、「
勝
利
」
の
意
。
彼
は
十
三
万
行
に
も
の
ぼ
る
詩
を

詠
ん
だ
と
い
わ
れ
、
今
日
で
も
、
彼
の
多
く
の
ガ
ザ
ル
は
ガ
ザ
ル
歌
手
に
よ
っ
て
も
歌
わ
れ
て
い
る
。

「
恋
人
」
は
神
と
も
こ
の
世
の
女
性
と
も
解
釈
で
き
る
。「
マ
ジ
ュ
ヌ
ー
ン
」
は
ア
ラ
ビ
ア
の
有
名
な

説
話
「
ラ
イ
ラ
ー
と
マ
ジ
ュ
ヌ
ー
ン
」
の
男
主
人
公
カ
イ
ス
の
あ
だ
名
で
、「
狂
人
」
の
意
。

■
行
者
様
を
慕
っ
て
（
神
秘
詩
）

私
は
行
者
様
を
慕
っ
て
お
供
し
ま
す

別
の
人
を
慕
う
人
も
い
る
け
れ
ど

私
は
行
者
様
を
慕
っ
て
お
供
し
ま
す

行
者
様
は
私
と
一
緒
、
私
は
行
者
様
と
一
緒

行
者
様
の
も
の
に
な
っ
た
私
は

も
う
昔
の
私
で
は
な
い

私
は
行
者
様
を
慕
っ
て
お
供
し
ま
す

も
う
耳
輪
を
つ
け
て
し
ま
っ
た
も
の

　

あ
の
人
は
た
だ
の
行
者
で
は
な
い

　

あ
の
人
は
神
様
の
生
ま
れ
変
わ
り

　

行
者
の
衣
が
と
て
も
よ
く
似
合
う

　

行
者
様
に
髪
を
結
っ
て
も
ら
っ
た
の

　

も
う
あ
の
人
に
魂
を
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の

　

ク
ル
ア
ー
ン
に
誓
っ
て
、
行
者
様
は
私
の
信
仰

　

で
も
、
私
を
苦
し
め
る
行
者
様

　

私
は
あ
の
人
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い

　

私
は
行
者
様
を
慕
っ
て
お
供
し
ま
す

　

も
う
耳
輪
を
つ
け
て
し
ま
っ
た
も
の

こ
の
行
者
様
は
賢
い
行
者
さ
ま

手
に
は
「
ア
ッ
ラ
ー
に
栄
光
」
の
花
輪

　
「
粗
衣
を
ま
と
っ
た
行
者
様
」
と
呼
ば
れ
て
い
る

私
は
行
者
様
を
慕
っ
て
お
供
し
ま
す

も
う
耳
輪
を
つ
け
て
し
ま
っ
た
も
の

　

行
者
様
が
家
に
来
た
ら

　

私
は
あ
の
人
に
お
仕
え
し
ま
す

　

ね
え
来
て
、
貴
方
に
お
仕
え
し
た
い
の

　

私
の
視
線
は
貴
方
を
待
ち
望
み

　

私
の
心
は
貴
方
を
呼
ん
で
い
る

　

貴
方
と
仲
違
い
し
て
か
ら

　

カ
ラ
ス
が
塀
の
上
で
鳴
か
な
い
の

　

ね
え
来
て
、
私
の
視
線
は
貴
方
を
待
っ
て
い
る

心
も
視
線
も
落
ち
着
か
ぬ
ま
ま

あ
の
き
れ
い
な
お
顔
が
忘
れ
ら
れ
な
い

恋
に
さ
い
な
ま
れ
る
私
は
涙
に
暮
れ
る

ね
え
来
て
、
行
か
な
い
で

ね
え
来
て
、
私
の
視
線
は
貴
方
を
待
ち
望
み

私
の
心
は
あ
な
た
を
呼
ん
で
い
る

　

貴
方
は
愛
を
知
っ
て
い
る
お
方

　

来
て
、
私
は
貴
方
の
も
の
よ

　

行
者
様
が
家
に
来
た
ら
、
こ
の
苦
悩
も
終
わ
る

　

あ
の
人
を
胸
に
抱
き
し
め
よ
う

　

た
く
さ
ん
の
供
物
を
捧
げ
て



85

̶̶̶̶　文化表象としての〈イスラーム〉　̶̶̶̶
　

ね
え
来
て
、
私
の
視
線
は
貴
方
を
待
っ
て
い
る

ブ
ッ
レ
ー
・
シ
ャ
ー
よ
、
行
者
様
が
や
っ
て
き
た

私
の
家
の
戸
口
に
腰
を
お
ろ
し
た

あ
の
人
は
ヒ
ー
ル
を
奪
い
取
っ
た

あ
の
人
は
姿
を
変
え
て
や
っ
て
き
た

私
は
行
者
様
を
慕
っ
て
お
供
し
ま
す

■
お
願
い
、
私
の
心
を
返
し
て
（
神
秘
詩
）

貴
方
が
目
の
前
に
い
て
く
れ
な
い
な
ら

お
願
い
、
私
の
心
を
返
し
て

　

貴
方
の
愛
を
信
じ
き
っ
た
私

　

貴
方
の
愛
に
心
を
捧
げ
た
私

　

貴
方
が
目
の
前
に
い
て
く
れ
な
い
な
ら

　

お
願
い
、
私
の
心
を
返
し
て

も
う
恋
人
と
の
別
離
に
堪
え
ら
れ
な
い

お
願
い
、
私
の
心
を
返
し
て

　

こ
う
し
て
遠
く
離
れ
て
、
時
だ
け
が
過
ぎ
る

　

貴
方
に
会
え
て
も
、
何
の
得
に
も
な
ら
な
い

　

私
は
小
さ
な
要
求
を
し
て
い
る
だ
け

　

お
願
い
、
私
の
心
を
返
し
て

貴
方
の
心
も
秘
密
を
明
か
し
て
ほ
し
い

貴
方
と
は
痛
み
と
喜
び
の
話
を
し
た
仲

一
瞬
た
り
と
も
私
と
一
緒
に
い
れ
な
い
な
ら

お
願
い
、
私
の
心
を
返
し
て

　

別
れ
る
の
は
貴
方
の
自
由
だ
け
ど

　

私
は
貴
方
の
も
の
に
な
り
た
い

　

昔
の
辛
い
日
々
の
話
を
繰
り
返
す
な
ら

　

お
願
い
、
私
の
心
を
返
し
て

あ
な
た
が
目
の
前
に
い
て
く
れ
な
い
な
ら

お
願
い
、
私
の
心
を
返
し
て

■
神
を
ひ
た
す
ら
想
う
私
は
（
神
秘
詩
）

　
（
ブ
ー
・
ア
リ
ー
・
カ
ラ
ン
ダ
ル
作
、
一
三
二
四
年
没
）

神
を
ひ
た
す
ら
想
う
私
は
、
ど
こ
へ
行
く
の
か

神
を
ひ
た
す
ら
想
い
、
こ
の
世
を
忘
れ
去
り

長
い
間
、
我
を
忘
れ
て
い
た
私

神
を
ひ
た
す
ら
想
う
私
は
、
ど
こ
へ
行
く
の
か

神
と
の
合
一
を
ひ
た
す
ら
願
う
私
は
、
ど
こ
へ
行
く
の
か

神
の
顔
に
魅
せ
ら
れ
、
神
の
香
り
の
と
り
こ
に
な
り

神
の
路
地
裏
の
土
埃
で
あ
る
私
は
、
ど
こ
へ
行
く
の
か

神
を
知
り
、
神
に
命
を
捧
げ

神
と
結
ば
れ
た
私
は
、
ど
こ
へ
行
く
の
か

私
は
カ
ラ
ン
ダ
ル
・
ブ
ー
・
ア
リ
ー
、
友
へ
の
愛
に
身
を
焦
が
す

神
へ
の
愛
に
心
を
縛
り
つ
け
た
私
は
、
ど
こ
へ
行
く
の
か

神
を
ひ
た
す
ら
想
う
私
は
、
ど
こ
へ
行
く
の
か

■
私
は
あ
な
た
に
命
を
捧
げ
ま
す
（
神
秘
詩
）

　
（
シ
ャ
ー
・
フ
サ
イ
ン
作
、
一
五
三
九̶

一
五
九
九
）
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主
よ
、
私
は
あ
な
た
に
命
を
捧
げ
ま
す

私
は
、
あ
な
た
に
命
を
捧
げ
ま
す

　

私
は
欠
点
だ
ら
け
、
本
当
に
欠
点
だ
ら
け

　

ま
る
で
、
暗
黒
の
よ
う

　

あ
な
た
は
美
し
い
、
こ
よ
な
く
美
し
い

　

暁
の
よ
う
に
、
美
し
い

　

主
よ
、
私
は
あ
な
た
に
命
を
捧
げ
ま
す

あ
な
た
は
、
私
た
ち
の
渇
望
の
的

あ
な
た
は
、
私
た
ち
に
何
で
も
与
え
て
下
さ
る
お
方

主
よ
、
私
は
あ
な
た
に
命
を
捧
げ
ま
す

　

恋
人
の
胸
に
抱
か
れ
る
者
も
い
れ
ば

　

恋
人
を
得
ら
れ
ぬ
者
も
い
る

　

主
よ
、
私
は
あ
な
た
に
命
を
捧
げ
ま
す

私
に
は
、
才
能
も
な
く
技
も
な
い

ひ
た
す
ら
、
涙
を
流
す
の
み

主
よ
、
私
は
あ
な
た
に
命
を
捧
げ
ま
す

　

托
鉢
の
フ
サ
イ
ン
は
語
る

　
「
神
の
恩
寵
あ
れ
ば
、
幸
せ
に
な
れ
る
」

主
よ
、
私
は
あ
な
た
に
命
を
捧
げ
ま
す

私
は
、
あ
な
た
に
命
を
捧
げ
ま
す

■
私
を
認
め
て
く
れ
る
か
は
、
あ
な
た
次
第
（
神
秘
詩
）

　
（
ブ
ッ
レ
ー
・
シ
ャ
ー
作
、
一
六
九
二̶

一
七
五
八
）

私
の
す
べ
て
は
あ
な
あ
の
も
の
、
こ
の
命
は
あ
な
た
の
も
の

あ
な
た
は
、
欠
点
だ
ら
け
の
私
を
助
け
て
く
れ
る
人

私
の
名
誉
を
、
守
り
た
ま
え

私
を
認
め
て
く
れ
る
か
は
、
あ
な
た
次
第

ね
え
、
私
の
中
庭
に
来
て
、
い
け
に
え
に
な
り
ま
す
か
ら

私
に
は
、
あ
な
た
以
外
、
誰
も
い
な
い

森
の
中
を
、
林
の
中
を
、
花
園
の
中
を
探
し
ま
す

世
界
中
を
探
し
回
り
ま
す

ね
え
、
私
の
中
庭
に
来
て
、
い
け
に
え
に
な
り
ま
す
か
ら

世
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
単
な
る
牛
飼
い
で
も

*

ラ
ー
ン
ジ
ャ
ー
は
、
私
に
と
っ
て
は
信
仰
そ
の
も
の

ね
え
、
私
の
中
庭
に
来
て
、
い
け
に
え
に
な
り
ま
す
か
ら

両
親
を
捨
て
て
、
あ
な
た
に
す
が
り
つ
い
た
私

主
よ
、
ど
う
か
慈
愛
の
ま
な
ざ
し
を

ど
ん
な
に
悪
女
で
あ
ろ
う
と
も

あ
な
た
の
下
女
に
な
っ
た
私

私
は
あ
な
た
に
す
が
り
つ
く
、
私
は
あ
な
た
の
奴
隷

私
は
、
あ
な
た
の
下
女
た
ち
の
下
女

私
は
あ
な
た
に
す
が
り
つ
く
、**

シ
ャ
ー
・
イ
ナ
ー
ヤ
ト
様

私
の
愛
を
守
り
た
ま
え

ね
え
、
私
の
中
庭
に
来
て
、
い
け
に
え
に
な
り
ま
す
か
ら

私
を
認
め
て
く
れ
る
か
は
、
あ
な
た
次
第

*

パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
の
悲
恋
伝
説
「
ヒ
ー
ル
と
ラ
ー
ン
ジ
ャ
ー
」
の
男
主
人
公
。

**

ブ
ッ
レ
ー
・
シ
ャ
ー
の
精
神
的
指
導
者
。
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■
私
は
あ
な
た
を
崇
拝
す
る
（
神
秘
詩
）

心
の
寺
院
に
、
あ
な
た
を
座
ら
せ
て

友
よ
、
私
は
あ
な
た
を
崇
拝
す
る

友
よ
、
私
は
あ
な
た
を
崇
拝
す
る

心
の
寺
院
で
、
私
は
あ
な
た
を
崇
拝
す
る

あ
な
た
が
私
を
見
な
く
て
も
、
私
は
あ
な
た
を
見
続
け
る

あ
な
た
を
見
た
以
上
、
も
う
誰
に
も
用
は
な
い

あ
な
た
を
見
た
以
上
、
も
う
皆
に
別
れ
を
告
げ
よ
う

友
よ
、
私
は
あ
な
た
を
崇
拝
す
る

私
は
心
か
ら
、
あ
な
た
を
崇
拝
し
た
い

私
の
心
の
問
題
に
、
も
は
や
口
を
挟
む
者
は
お
ら
ず

友
よ
、
私
は
あ
な
た
を
崇
拝
す
る

世
の
人
は
、*

カ
ー
バ
神
殿
へ**

ハ
ッ
ジ
に
行
く
が

私
の
カ
ー
バ
神
殿
は
、
あ
な
た
の
路
地
裏

あ
な
た
の
戸
口
を
、
カ
ー
バ
神
殿
と
思
い

あ
な
た
に
、
宗
教
心
と
信
仰
心
を
捧
げ
る

友
よ
、
私
は
あ
な
た
を
崇
拝
す
る

こ
の
世
に
美
し
き
人
、
多
か
れ
ど

私
の
目
は
、
あ
な
た
の
よ
う
な
お
方
を
見
た
こ
と
が
な
い

こ
の
瞳
の
中
に
、
あ
な
た
を
座
ら
せ
て

あ
な
た
に
、
宗
教
心
と
信
仰
心
を
捧
げ
る

友
よ
、
私
は
あ
な
た
を
崇
拝
す
る

友
よ
、
私
は
あ
な
た   

を
崇
拝
す
る

*

マ
ッ
カ
（
メ
ッ
カ
）
に
あ
る
神
殿
。

**

年
一
回
行
わ
れ
る
マ
ッ
カ
大
巡
礼
。

■
少
女
よ
、
私
の
こ
の
糸
車
は
何
に
も
増
し
て
大
事
な
も
の
（
神
秘
詩
）

　
（
ブ
ッ
レ
ー
・
シ
ャ
ー
（
一
六
九
二―

一
七
五
八
）
の
カ
ー
フ
ィ
ー
）

少
女
よ
、
私
の
存
在
は
こ
つ
こ
つ
と
作
ら
れ
た
貴
重
な
も
の

糸
車
で
糸
が
一
本
一
本
紡
ぎ
出
さ
れ
る
よ
う
に

　

愛
は
た
や
す
い
も
の
だ
と
、
人
は
誤
解
し
て
い
る
が

　

私
の
愛
は
す
べ
て
を
破
壊
し
尽
く
す

私
は
未
婚
の
ま
ま
ラ
ー
ン
ジ
ャ
ー
（
ヒ
ー
ル
の
恋
人
）
の
も
の
に
な
っ
た

父
は
強
引
に
別
の
家
に
嫁
が
せ
た
が
っ
て
い
る

　

世
間
の
目
に
は
、
私
の
恋
人
は
水
牛
を
食
ま
せ
る
牧
童
に
す
ぎ
な
い
が

　

私
の
恋
人
は
私
の
心
の
マ
ッ
カ
（
メ
ッ
カ
、
中
心
）
そ
の
も
の

ブ
ッ
レ
ー
・
シ
ャ
ー
は
真
実
を
語
っ
た

シ
ャ
ー
・
イ
ナ
ー
ヤ
ト
は
彼
の
導
師
な
り
、
少
女
よ

■
あ
の
人
が
我
が
家
を
訪
ね
て
く
れ
た
の
だ
か
ら
（
神
秘
詩
）

　
（
ブ
ッ
レ
ー
・
シ
ャ
ー
の
カ
ー
フ
ィ
ー
）

時
を
打
つ
人
を
追
い
出
し
て

や
っ
と
、
あ
の
人
が
我
が
家
を
訪
ね
て
く
れ
た
の
だ
か
ら

あ
の
人
の
顔
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
な
ん
て
、
何
て
不
思
議
な
光
景

も
う
心
の
痛
み
は
す
べ
て
吹
き
飛
ん
だ

　

時
を
打
つ
人
を
追
い
出
し
て
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や
っ
と
、
あ
の
人
が
我
が
家
を
訪
ね
て
く
れ
た
の
だ
か
ら

も
う
私
は
無
意
識
の
状
態

い
っ
た
い
私
は
ど
こ
へ
嫁
い
だ
の
だ
ろ
う

こ
の
話
、
隠
そ
う
と
し
て
隠
せ
な
い

こ
う
し
た
神
の
ご
加
護
が
受
け
ら
れ
る
な
ん
て

　

時
を
打
つ
人
を
追
い
出
し
て

　

や
っ
と
、
あ
の
人
が
我
が
家
を
訪
ね
て
く
れ
た
の
だ
か
ら

い
っ
た
い
ど
れ
ほ
ど
の
お
守
り
を
も
ら
っ
て
き
た
こ
と
か

多
く
の
呪
い
師
に
来
て
も
ら
っ
た
け
れ
ど
、
願
い
は
今
や
っ
と
か
な
っ
た

今
や
っ
と
、
愛
し
の
人
が
家
を
訪
れ
て
く
れ
た

こ
れ
か
ら
幾
十
万
年
も
、
ず
っ
と
あ
の
人
と
と
も
に
生
き
て
い
く
わ

　

時
を
打
つ
人
を
追
い
出
し
て

　

や
っ
と
、
あ
の
人
が
我
が
家
を
訪
ね
て
く
れ
た
の
だ
か
ら

時
を
打
つ
人
は
何
度
も
銅
鑼
を
打
ち
鳴
ら
し

あ
の
人
と
一
緒
に
い
る
時
間
を
ど
ん
ど
ん
削
っ
て
い
く

私
の
心
の
う
ち
を
知
る
な
ら
ば

さ
あ
、
銅
鑼
を
捨
て
去
る
が
い
い

　

時
を
打
つ
人
を
追
い
出
し
て

　

や
っ
と
、
あ
の
人
が
我
が
家
を
訪
ね
て
く
れ
た
の
だ
か
ら

私
の
身
体
の
中
を
果
て
し
な
く
音
楽
が
響
き
渡
る

そ
の
音
楽
は
、
名
演
奏
家
た
ち
が
奏
で
て
い
る

私
は
礼
拝
も
断
食
も
す
っ
か
り
忘
れ
て
し
ま
っ
た

酔
い
が
満
ち
満
ち
た
杯
を
飲
ま
さ
れ
た
か
ら

　

時
を
打
つ
人
を
追
い
出
し
て

　

や
っ
と
、
あ
の
人
が
我
が
家
を
訪
ね
て
く
れ
た
の
だ
か
ら

ブ
ッ
レ
ー
・
シ
ャ
ー
よ
、「
確
信
」
の
寝
台
は
心
地
よ
い
も
の

私
は
や
っ
と
の
こ
と
そ
こ
ま
で
泳
い
で
勝
ち
取
っ
た

こ
ん
な
機
会
に
恵
ま
れ
る
こ
と
は
め
っ
た
に
な
い
こ
と

も
う
離
れ
離
れ
に
な
る
こ
と
な
ん
て
で
き
は
し
な
い

　

時
を
打
つ
人
を
追
い
出
し
て

　

や
っ
と
、
あ
の
人
が
我
が
家
を
訪
ね
て
く
れ
た
の
だ
か
ら

■
ね
え
、
あ
な
た
（
ギ
ー
ト
）

ね
え
、
あ
な
た
、
わ
た
し
の
聖
者
様
が
家
に
来
た
の
よ

こ
の
中
庭
に
好
運
が
訪
れ
た
の
よ

わ
た
し
は
期
待
し
て
立
っ
て
い
た
の

手
首
に
花
飾
り
を
つ
け
、
化
粧
を
し
て
ね

聖
者
様
の
姿
を
一
目
見
た
ら

も
う
命
も
財
産
も
失
っ
て
し
ま
っ
た
わ

着
飾
っ
て
聖
者
様
の
そ
ば
に
行
っ
た
の

聖
者
様
の
端
正
な
姿
を
見
た
ら

我
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
わ

　

ア
ミ
ー
ル
・
フ
ス
ラ
ウ
作
の
ヒ
ン
ダ
ヴ
ィ
ー
語
（
古
ヒ
ン
デ
ィ
ー
語
）
に
よ
る
ギ
ー
ト
（
歌
謡
）

で
あ
る
が
、
女
性
が
そ
の
女
性
友
だ
ち
（
サ
キ
ー
）
に
向
か
っ
て
歌
っ
て
い
る
。「
聖
者
様
（
ハ
ー

ジ
ャ
）」
は
チ
シ
ュ
テ
ィ
ー
教
団
を
イ
ン
ド
に
も
た
ら
し
た
ム
イ
ー
ヌ
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
チ
シ
ュ
テ
ィ
ー

（
一
二
三
六
年
没
）
を
指
し
、
そ
の
廟
は
イ
ン
ド
の
ラ
ー
ジ
ャ
ス
タ
ー
ン
州
ア
ジ
ュ
メ
ー
ル
に
あ
る
。

現
在
で
も
フ
ス
ラ
ウ
の
作
と
伝
え
ら
れ
る
多
く
の
ギ
ー
ト
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
生
儀
礼
の
際
に
女
性

に
よ
っ
て
歌
わ
れ
続
け
て
い
る
。
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■
ラ
ン
グ
（
ア
ミ
ー
ル
・
フ
ス
ロ
ウ
作
、
作
曲
）

　

チ
シ
ュ
テ
ィ
ー
教
団
の
儀
式
で
は
最
後
に
歌
わ
れ
る
曲
。
ア
ミ
ー
ル
・
フ
ス
ロ
ウ
が
ニ
ザ
ー
ム
ッ

デ
ィ
ー
ン
・
オ
ウ
リ
ヤ
ー
と
最
初
に
出
会
っ
た
時
の
感
動
を
母
親
に
伝
え
て
い
る
。
ニ
ザ
ー
ム
ッ

デ
ィ
ー
ン
の
ほ
か
に
も
、
こ
の
教
団
の
聖
者
た
ち
の
名
前
が
出
て
く
る
の
で
、
聖
者
た
ち
に
敬
意
を

表
し
て
聴
衆
は
起
立
す
る
。
こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
ラ
ン
グ
（
色
）」
は
「
喜
び
、
気
持
ち
の
高

ぶ
り
、
満
悦
」
な
ど
を
表
す
。

素
焼
き
の
灯
明
皿
よ
、
私
の
言
う
こ
と
を
聞
い
て
ほ
し
い

私
の
導
師
の
家
に
は
「
色
」
が
あ
る

な
の
で
、
一
晩
中
起
き
て
い
て
ほ
し
い

今
日
は
「
色
」
が
あ
る
、
母
さ
ん
、「
色
」
が
あ
る

あ
の
人
の
家
の
中
庭
に
は
「
色
」
が
あ
る

　

今
日
、
私
の
「
色
」
は
我
が
導
師
と
同
じ
「
色
」

　

私
は
我
が
導
師
、
聖
者
ニ
ザ
ー
ム
ッ
デ
ィ
ー
ン
を
見
出
し
た

　

私
は
我
が
導
師
、
聖
者
ア
ラ
ー
ウ
ッ
デ
ィ
ー
ン
を
見
出
し
た

　

私
は
我
が
導
師
、
聖
者
フ
ァ
リ
ー
ド
ゥ
ッ
デ
ィ
ー
ン
を
見
出
し
た

　

私
は
我
が
導
師
、
聖
者
ク
ト
ブ
ッ
デ
ィ
ー
ン
を
見
出
し
た

　

私
は
我
が
導
師
、
聖
者
ム
イ
ー
ヌ
ッ
デ
ィ
ー
ン
を
見
出
し
た

お
お
、
聖
者
ニ
ザ
ー
ム
デ
ィ
ー
ン
よ
、

今
や
こ
の
私
に
、
全
世
界
が
開
か
れ
た

ど
こ
を
見
よ
う
と
、
あ
な
た
は
私
と
と
も
に
お
ら
れ
る

ほ
う
ぼ
う
私
は
あ
な
た
を
探
し
続
け
た

あ
な
た
の
「
色
」
は
私
が
好
む
「
色
」、
ニ
ザ
ー
ム
ッ
デ
ィ
ー
ン
よ

こ
の
「
色
」
は
他
の
ど
こ
で
も
探
し
出
せ
な
か
っ
た
、
ニ
ザ
ー
ム
ッ
デ
ィ
ー
ン
よ

今
日
、
私
の
「
色
」
は
我
が
導
師
と
同
じ
「
色
」
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は
じ
め
に

　

ミ
ー
ル
ザ
ー
・
ア
ブ
ド
ル
・
ホ
セ
イ
ン
・
ア
ガ
ー
ハ
ー
ン
・
ケ
ル
マ
ー
ニ
ー
（
以
下
、

ケ
ル
マ
ー
ニ
ー
と
略
記
）
は
、
自
覚
的
に
西
洋
近
代
思
想
に
触
れ
た
最
初
の
イ
ラ

ン
人
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
彼
は
、非
体
系
的
な
が
ら
も
、モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
や
ル
ソ
ー

の
よ
う
な
一
八
世
紀
の
啓
蒙
思
想
家
、
さ
ら
に
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
等
に
依
拠
し
な
が

ら
、
社
会
発
展
に
関
す
る
科
学
的
な
社
会
学
的
見
地
を
ペ
ル
シ
ア
語
で
著
し
た
最

初
の
イ
ラ
ン
人
で
あ
る
と
同
時
に
、
ロ
バ
ー
ト
・
オ
ー
ウ
ェ
ン
流
の
社
会
主
義
理

論
に
も
言
及
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
西
洋
思
想
の
脈
絡
で
い
う
社
会
主
義
へ
の

傾
斜
を
見
せ
た
最
初
期
の
イ
ラ
ン
人
で
あ
る
。
ま
た
、そ
の
著
作
に
横
溢
し
て
い
る
、

西
暦
七
世
紀
の
イ
ス
ラ
ー
ム
化
以
前
の
古
代
イ
ラ
ン
へ
の
憧
憬
と
美
化
を
歴
史
的

想
像
力
を
軸
と
し
て
理
論
化
し
た
点
で
、
反
ア
ラ
ブ
的
傾
向
を
顕
著
に
見
せ
る
イ

ラ
ン
民
族
主
義
思
想
の
土
台
を
築
い
た
イ
ラ
ン
人
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
第
一
世
代

と
し
て
も
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。¹

　

一
方
で
注
目
す
べ
き
は
、
宗
教
を
生
み
出
す
衝
動
は
人
間
の
恐
怖
心
に
過
ぎ
な

い
と
記
し
た
一
人
の
知
識
人
と
し
て
の
ケ
ル
マ
ー
ニ
ー
像
が
形
成
さ
れ
る
過
程
に
、

一
九
世
紀
の
半
ば
の
イ
ラ
ン
を
震
撼
さ
せ
た
「
異
端
」
運
動
、
バ
ー
ブ
教
へ
の
帰

依
と
い
う
宗
教
上
の
問
題
が
顕
在
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

　

バ
ー
ブ
教
は
、そ
の
運
動
体
の
発
展
の
過
程
で
、サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
（
一
五
〇
一̶

一
七
三
六
）
の
成
立
以
降
、
徐
々
に
進
め
ら
れ
た
シ
ー
ア
派
政
策
の
結
果
、
一
九

世
紀
イ
ラ
ン
の
正
統
派
教
義
と
し
て
イ
ラ
ン
領
土
を
支
配
し
た
一
二
イ
マ
ー
ム
・

シ
ー
ア
派
体
制
に
対
す
る
真
っ
向
か
ら
の
「
異
端
」
運
動
と
し
て
の
色
彩
を
強
め
、

最
終
的
に
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
拘
束
を
抜
け
出
た
独
自
の
教
義
論
を
展
開
す
る
に

至
っ
た
。
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
期
の
「
異
端
」
ス
ー
フ
ィ
ー
教
団
ヌ
ク
タ
ヴ
ィ
ー
ア

派
に
類
似
し
た
状
況
を
想
起
さ
せ
る
と
い
う
指
摘
は
こ
う
し
た
問
題
関
心
か
ら
生

ま
れ
て
く
る
。²
ま
た
、
教
義
論
的
関
心
と
は
別
に
、
バ
ー
ブ
教
は
、
イ
ラ
ン
全

土
に
激
烈
な
民
衆
蜂
起
を
伴
う
政
治
・
社
会
運
動
を
惹
起
し
た
と
い
う
点
で
、
宗

教
の
姿
を
と
っ
た
一
九
世
紀
イ
ラ
ン
最
大
の
社
会
変
革
運
動
と
し
て
も
学
問
的
関

心
を
引
い
て
き
た
。

　

西
欧
近
代
の
流
れ
を
反
映
す
る
形
で
、よ
う
や
く
一
九
世
紀
後
半
の
イ
ラ
ン
（
地

理
的
に
は
「
イ
ラ
ン
」
国
外
も
加
わ
る
）
に
登
場
す
る
開
明
派
の
知
識
人
が
、
社

会
運
動
を
伴
っ
た
新
宗
教
運
動
に
否
応
な
く
対
応
を
迫
ら
れ
、
こ
の
バ
ー
ブ
教
と

何
ら
か
の
か
か
わ
り
を
持
っ
た
と
さ
れ
る
知
識
人
の
存
在
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

そ
う
し
た
知
識
人
の
中
で
、
ケ
ル
マ
ー
ニ
ー
の
比
重
は
他
の
比
較
に
な
ら
な
い

ほ
ど
重
い
と
い
え
る
。
宗
教
的
革
新
運
動
と
し
て
の
側
面
を
も
っ
た
バ
ー
ブ
教
が
、

イ
ラ
ン
に
お
け
る
近
代
的
知
性
の
形
成
過
程
に
如
何
な
る
関
わ
り
を
、
ど
の
よ
う

な
形
で
持
っ
た
か
と
い
う
点
に
関
し
て
、
こ
こ
で
は
、
特
に
、「
バ
ー
ブ
教
」
と
の

「
か
か
わ
り
」
と
い
う
側
面
か
ら
、
ケ
ル
マ
ー
ニ
ー
と
い
う
「
個
」
の
内
面
の
輪
郭

「
異
端
者
」
の
見
た
イ
ス
ラ
ー
ム

ミ
ー
ル
ザ
ー
・
ア
ー
ガ
ー
ハ
ー
ン
・
ケ
ル
マ
ー
ニ
ー M

īrzā Ā
qā khān Kerm

ānī

（
一
八
五
三
／
四
年̶

一
八
九
六
年
処
刑)

の
宗
教
的
信
条
を
め
ぐ
る
覚
書

藤
井
守
男



91

̶̶̶̶　文化表象としての〈イスラーム〉　̶̶̶̶

の
素
描
を
試
み
る
。³

１
「
異
端
」
バ
ー
ブ
教
と
い
う
問
題

　

一
九
世
紀
半
ば
の
イ
ラ
ン
の
知
的
動
向
に
複
雑
な
陰
影
を
落
と
す
こ
と
に
な
る

バ
ー
ブ
教
の
生
ま
れ
る
背
景
と
そ
の
展
開
に
つ
い
て
概
略
を
見
て
み
る
。

　

バ
ー
ブ
教
は
、
元
来
、
シ
ー
ア
派
の
革
新
運
動
シ
ェ
イ
ヒ
ー
派
の
流
れ
を
直
接

的
な
背
景
と
し
て
生
ま
れ
た
シ
ー
ア
派
の
一
派
で
あ
っ
た
。⁴ 

一
二
イ
マ
ー
ム
・

シ
ー
ア
派
は
、
預
言
者
の
血
統
を
引
き
継
ぐ
、
絶
対
無
謬
な
る
人
間
で
あ
る
イ
マ
ー

ム
を
第
一
二
代
ま
で
認
め
、
第
十
一
代
イ
マ
ー
ム
、
ハ
サ
ン
・
ア
ス
キ
ャ
リ
ー
が

ヘ
ジ
ュ
ラ
歴
二
六
〇
年
（
西
暦
八
七
四
年
）
に
歿
し
た
後
、
最
後
の
イ
マ
ー
ム
の

第
一
二
代
イ
マ
ー
ム
は
、
現
世
か
ら
身
を
隠
し
、「
隠
れ
イ
マ
ー
ム
」
と
し
て
幽
隠

状
態
に
入
っ
た
と
す
る
。
第
一
二
代
イ
マ
ー
ム
こ
と
「
隠
れ
イ
マ
ー
ム
」
は
、
人

類
の
時
代
の
終
わ
り
が
告
げ
ら
れ
る
時
、
救
世
主
マ
フ
デ
ィ
ー
と
し
て
再
臨
し
、

抑
圧
と
暴
虐
で
満
ち
た
地
上
を
正
義
と
公
正
で
充
た
す
と
さ
れ
る
。
シ
ェ
イ
フ
・

ア
フ
マ
ド
・
ア
フ
サ
ー
イ
ー
（
一
七
五
三̶

一
八
二
六
）
を
始
祖
と
し
て
形
成
さ

れ
た
シ
ェ
イ
ヒ
ー
派
は
、「
隠
れ
イ
マ
ー
ム
」
の
肉
体
的
属
性
を
前
提
と
す
る
一
二

イ
マ
ー
ム
・
シ
ー
ア
派
の
正
統
派
の
考
え
方
に
対
し
て
、
物
質
的
、
感
覚
的
世
界

と
精
神
界
と
の
間
に
、「
フ
ー
ル
カ
ル
ヤ
ー
（
フ
ヴ
ァ
ル
カ
ル
ヤ
ー
）
界
」
と
い
う

中
間
的
領
界
を
設
定
し
、
第
一
二
代
イ
マ
ー
ム
（「
隠
れ
イ
マ
ー
ム
」）
と
の
物
理

的
な
接
触
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
神
秘
主
義
者
が
神
の
神
秘
智
に
与
る
た
め
の
修

養
を
積
む
よ
う
に
、
シ
ー
ア
派
教
徒
も
、
地
上
界
に
あ
っ
て
、
こ
の
中
間
的
世
界

で
霊
的
に
存
在
す
る
イ
マ
ー
ム
へ
の
接
見
を
も
と
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
し
た
。
シ
ェ

イ
ヒ
ー
派
の
教
義
は
、
神
秘
主
義
、
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
派
の
影
響
を
反
映
し
て
お

り
、「
隠
れ
イ
マ
ー
ム
」
の
肉
体
的
属
性
を
否
定
す
る
点
で
も
、こ
こ
で
い
う
イ
マ
ー

ム
自
体
が
神
の
美
徳
と
い
う
神
的
属
性
を
持
つ
と
す
る
点
で
も
、
一
二
イ
マ
ー
ム
・

シ
ー
ア
派
か
ら
到
底
承
認
し
得
な
い
「
異
端
」
と
さ
れ
た
。
シ
ー
ア
派
教
徒
は
絶

え
ず
、「
隠
れ
イ
マ
ー
ム
」
の
導
き
を
必
要
と
し
、
神
も
ま
た
、
そ
の
恩
寵
に
よ
り
、

神
的
属
性
を
帯
び
た
「
隠
れ
イ
マ
ー
ム
」
を
シ
ー
ア
派
信
徒
の
も
と
に
も
た
ら
す

と
い
う
信
仰
に
基
づ
き
、
信
者
の
中
に
、「
隠
れ
イ
マ
ー
ム
」
と
シ
ー
ア
派
信
徒
と

の
間
の
恩
寵
を
仲
介
す
る
者
が
一
人
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
シ
ェ
イ
ヒ
ー
派
で
は
、

こ
の
者
が
「
完
全
な
る
シ
ー
ア
派
教
徒al-Shī‘ī al-Kām

il

」
と
さ
れ
る
。
始
祖

ア
フ
サ
ー
イ
ー
の
後
継
者
、
カ
ー
ゼ
ム
・
ラ
シ
ュ
テ
ィ
ー
（
一
八
四
四
年
没
）
の

時
代
に
は
、こ
れ
を
、従
来
の
教
義
項
目
の
一
つ
で
、世
界
存
在
の
要
と
さ
れ
た
「
第

四
の
柱al-Rukn al-Rābi‘

」（「
第
一
柱
」
が
神
、「
第
二
柱
」
が
預
言
者
ム
ハ
ン

マ
ド
、「
第
三
柱
」
が
イ
マ
ー
ム
）
と
同
定
す
る
理
論
化
が
進
ん
だ
と
さ
れ
、
シ
ェ

イ
ヒ
ー
派
の
内
部
で
は
、
ア
フ
マ
ド・ア
フ
サ
ー
イ
ー
と
カ
ー
ゼ
ム・ラ
シ
ュ
テ
ィ
ー

こ
そ
が
、
こ
の
「
完
全
な
る
シ
ー
ア
派
教
徒
」
と
さ
れ
た
。⁵

　

カ
ー
ゼ
ム
・
ラ
シ
ュ
テ
ィ
ー
の
死
後
、「
完
全
な
る
シ
ー
ア
派
教
徒
」
で
あ
る
と

主
張
し
た
の
が
、
カ
ー
ジ
ャ
ー
ル
王
朝
の
支
配
階
級
と
関
係
を
持
つ
モ
ハ
ン
マ
ド
・

キ
ャ
リ
ー
ム・ハ
ー
ン・ケ
ル
マ
ー
ニ
ー
（
一
八
一
〇̶

一
八
七
一
）
と
、
セ
イ
イ
ェ

ド
・
ミ
ー
ル
ザ
ー
・
ア
リ
ー
・
モ
ハ
ン
マ
ド
・
シ
ー
ラ
ー
ズ
ィ
ー
（
一
八
一
五
年̶

一
八
五
〇
年
処
刑
）
の
二
人
で
あ
っ
た
。
と
も
に
、シ
ェ
イ
ヒ
ー
派
の
信
徒
で
あ
っ

た
が
、
キ
ャ
リ
ー
ム
・
ハ
ー
ン
は
、
当
時
、
シ
ー
ア
派
系
神
秘
主
義
教
団
、
ネ
エ

マ
ト
ッ
ラ
ー
ヒ
ー
派
が
有
力
な
教
団
を
形
成
し
て
い
た
、イ
ラ
ン
南
東
部
ケ
ル
マ
ー

ン
を
中
心
に
シ
ェ
イ
ヒ
ー
派
の
拠
点
を
作
る
こ
と
に
な
る
。
ミ
ー
ル
ザ
ー・ア
リ
ー・

モ
ハ
ン
マ
ド
は
、一
八
四
四
年
、自
ら
を
「
バ
ー
ブ
（
門
）」
と
称
し
、自
ら
が
、「
隠

れ
イ
マ
ー
ム
」
に
通
じ
る
「
バ
ー
ブ
（
門
）」
で
あ
り
、「
隠
れ
イ
マ
ー
ム
」
の
代
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理
人N

ā’eb

で
あ
る
こ
と
を
告
げ
た
。
こ
の「
バ
ー
ブ（
門
）」と
い
う
用
語
が
、シ
ェ

イ
ヒ
ー
派
の
教
義
で
は
、
ほ
ぼ
「
完
全
な
る
シ
ー
ア
派
教
徒
」
の
意
味
で
あ
る
点

か
ら
も
、
後
に
形
成
さ
れ
る
バ
ー
ブ
教
と
シ
ェ
イ
ヒ
ー
派
と
の
教
義
上
の
深
い
関

わ
り
が
読
み
と
れ
る
。

　

ヘ
ジ
ラ
歴
二
六
〇
年
（
西
暦
一
八
四
四
年
）
は
、
シ
ー
ア
派
信
徒
に
と
っ
て
、

第
一
二
代
イ
マ
ー
ム
の
幽
隠
し
た
ヘ
ジ
ラ
歴
二
六
〇
年
か
ら
千
年
目
（
一
二
六
〇

年
）
に
あ
た
り
、
伝
承
等
に
よ
り
、
シ
ェ
イ
ヒ
ー
派
内
部
に
は
、
カ
ー
ゼ
ム
・
ラ

シ
ュ
テ
ィ
ー
の
死
後
、「
隠
れ
イ
マ
ー
ム
」
の
再
臨
を
待
望
す
る
機
運
が
高
ま
っ
て

い
た
。⁶
一
九
世
紀
初
頭
の
イ
ラ
ン
は
、
フ
ァ
テ・ア
リ
ー・シ
ャ
ー
（
一
七
九
七̶

一
八
三
四
）
の
時
代
に
入
り
、
北
方
の
大
国
ロ
シ
ア
と
の
戦
役
で
の
度
重
な
る
敗

北
で
カ
フ
カ
ー
ス
を
割
譲
さ
せ
ら
れ
、
ム
ハ
ン
マ
ド
・
シ
ャ
ー
（
一
八
三
四̶

一
八
四
八
）
の
時
代
に
は
、
南
部
の
英
国
の
圧
力
で
ヘ
ラ
ー
ト
を
断
念
す
る
な
ど
、

疲
弊
感
と
絶
望
感
が
広
ま
っ
て
い
た
時
代
で
あ
り
、
と
り
わ
け
、
イ
ラ
ン
領
内
の

シ
ー
ア
派
信
徒
間
に
救
世
主
待
望
感
は
高
ま
っ
て
い
た
。
ミ
ー
ル
ザ
ー
・
ア
リ
ー
・

モ
ハ
ン
マ
ド
の
「
バ
ー
ブ
」
の
宣
言
は
、
シ
ェ
イ
ヒ
ー
派
内
部
と
伴
に
、
シ
ー

ア
派
信
徒
に
大
き
な
衝
撃
を
生
み
出
し
た
。
し
か
し
、「
バ
ー
ブ
」
こ
と
ミ
ー
ル

ザ
ー
・
ア
リ
ー
・
モ
ハ
ン
マ
ド
の
当
初
の
思
惑
と
は
別
に
、
宗
教
的
、
社
会
的
状

況
に
後
押
し
さ
れ
る
よ
う
に
、「
バ
ー
ブ
」
の
宣
言
を
盾
に
、
戦
闘
的
な
「
バ
ー

ブ
教
徒
」
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
イ
ラ
ン
国
内
へ
の
バ
ー
ブ
教
の
影
響
力
の
浸

潤
に
危
機
感
を
募
ら
せ
た
正
統
派
一
二
イ
マ
ー
ム
・
シ
ー
ア
派
の
ウ
ラ
マ
ー
（
イ

ス
ラ
ー
ム
諸
学
の
学
者
集
団
）
側
は
、
教
義
論
的
に
バ
ー
ブ
教
を
危
険
視
し
始
め

る
。
一
八
四
八
年
、「
バ
ー
ブ
」
こ
と
ミ
ー
ル
ザ
ー
・
ア
リ
ー
・
モ
ハ
ン
マ
ド
が
ア

ゼ
ル
バ
ジ
ャ
ー
ン
幽
閉
中
に
、
つ
い
に
、
彼
自
身
が
「
隠
れ
イ
マ
ー
ム
」
自
身
で

あ
り
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
廃
棄
を
宣
言
す
る
に
及
ん
で
、
カ
ー
ジ
ャ
ー
ル
政
府
側

も
対
応
を
講
じ
ざ
る
を
得
な
く
な
り 

⁷
、
一
八
四
八
年
、
ア
ゼ
ル
バ
ジ
ャ
ー
ン
の

州
都
タ
ブ
リ
ー
ズ
で
、
若
き
国
王
ナ
ー
セ
ル
ッ
デ
ィ
ー
ン
シ
ャ
ー
（
一
八
九
六
年

暗
殺
）、
さ
ら
に
、
一
八
四
八
年
ナ
ー
セ
ル
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
シ
ャ
ー
の
宰
相
と
な
り

政
治
・
財
政
改
革
を
断
行
し
中
央
主
権
化
を
進
め
よ
う
と
し
た
ミ
ー
ル
ザ
ー
・
タ

キ
ー
・
ハ
ー
ン
（
称
号
ア
ミ
ー
レ
・
キ
ャ
ビ
ー
ル
。
一
八
五
二
年
暗
殺
）
同
席
の

も
と
で
、
タ
ブ
リ
ー
ズ
の
ウ
ラ
マ
ー
（
シ
ェ
イ
ヒ
ー
派
の
ウ
ラ
マ
ー
も
含
ん
だ
と

さ
れ
る
）
に
よ
る
ミ
ー
ル
ザ
ー
・
ア
リ
ー
・
モ
ハ
ン
マ
ド
の
審
問
が
行
わ
れ
、「
バ
ー

ブ
」
自
身
の
教
養
上
の
問
題
点
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
し
か
し
、
バ
ー
ブ
教
徒
の

蜂
起
は
、
一
般
の
民
衆
を
巻
き
込
ん
で
頻
発
し
、
一
八
四
八
年
に
は
、
先
鋭
化
し

た
バ
ー
ブ
教
徒
が
、
マ
ー
ザ
ン
ダ
ラ
ー
ン
地
方
の
シ
ェ
イ
フ
・
タ
バ
ル
ス
ィ
ー
聖

廟
で
政
府
軍
と
数
ヶ
月
に
亘
っ
て
抗
争
す
る
と
い
う
事
態
に
発
展
し
た
。

　

一
八
五
〇
年
に
は
、
経
典
『
バ
ヤ
ー
ン
』（
バ
ー
ブ
自
身
に
よ
る
独
自
の
聖
典

で
、
ペ
ル
シ
ア
語
版
と
ア
ラ
ビ
ア
語
版
が
あ
る
）
の
中
で
、
バ
ー
ブ
は
、
彼
自
身

が
神
の
顕
現
で
あ
り
、
彼
自
身
に
よ
る
新
た
な
法Sharī‘a

を
現
す
こ
と
を
告
げ

た
。
こ
う
し
た
中
、
宰
相
ア
ミ
ー
レ
・
キ
ャ
ビ
ー
ル
は
、
苦
渋
の
選
択
を
迫
ら
れ
、

一
八
五
〇
年
に
「
バ
ー
ブ
」
こ
と
ミ
ー
ル
ザ
ー
・
ア
リ
ー
・
モ
ン
マ
ド
を
公
開
処

刑
し
た
。
一
八
五
〇
年
以
降
も
バ
ー
ブ
教
徒
を
中
心
と
し
た
蜂
起
が
報
告
さ
れ
て

い
る
が
、
バ
ー
ブ
教
徒
に
よ
る
一
八
五
二
年
の
国
王
暗
殺
未
遂
へ
の
報
復
と
し
て

テ
ヘ
ラ
ン
で
バ
ー
ブ
教
徒
に
対
す
る
徹
底
し
た
弾
圧
が
加
え
ら
れ
た
。

　

教
祖
バ
ー
ブ
は
、「
神
の
顕
現
す
る
者
」
の
到
来
を
予
見
し
て
い
た
が
、
バ
ー

ブ
の
処
刑
後
、
有
力
な
後
継
者
の
異
母
兄
弟
の
ミ
ー
ル
ザ
ー
・
ヤ
ヒ
ヤ
ー
・
ヌ
ー

リ
ー
（
一
八
三
〇̶

一
九
一
二
）
こ
と
「
ソ
ブ
ヘ
・
ア
ザ
ルṢobḥ-e A

zal

（
永
遠

の
平
和
）」、
と
ミ
ー
ル
ザ
ー
・
ホ
セ
イ
ン
・
ア
リ
ー
・
ヌ
ー
リ
ー
（
一
八
一
七̶

一
八
九
二
）
が
、
一
八
五
三
年
、
バ
グ
ダ
ー
ド
に
避
難
す
る
。
危
険
視
さ
れ
た
彼
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等
は
、
一
八
六
三
年
、
オ
ス
マ
ン
政
府
に
よ
っ
て
、
一
度
イ
タ
ン
ブ
ル
に
呼
び
寄

せ
ら
れ
る
が
、
一
八
六
六
年
に
は
、
ミ
ー
ル
ザ
ー
・
ホ
セ
イ
ン
・
ヌ
ー
リ
ー
自
身
が
、

バ
ー
ブ
が
予
見
し
た
「
神
の
顕
現
す
る
者
」
で
あ
る
こ
と
を
公
式
に
宣
言
し
、以
後
、

救
世
主
「
バ
ハ
ー
ウ
ッ
ラ
ーBahā ʼal lāh

（
神
の
栄
光
）」
と
し
て
、
政
治
的
な
穏

健
派
の
バ
ハ
ー
イ
ー
教
が
形
成
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
バ
ー
ブ
教
徒
の
大
多

数
が
バ
ハ
ー
イ
ー
教
徒
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。⁸
一
八
六
六
年
、
オ
ス
マ
ン
政
府

は
バ
ハ
ー
ウ
ッ
ラ
ー
一
行
を
パ
レ
ス
チ
ナ
の
ア
ッ
カ
ー
に
、
ソ
ブ
ヘ
・
ア
ザ
ル
を

キ
プ
ロ
ス
島
へ
と
強
制
移
住
さ
せ
た
。

 　

カ
ー
ジ
ャ
ー
ル
王
朝
へ
の
敵
対
と
本
来
の
バ
ー
ブ
の
教
え
を
保
持
し
よ
う
と
し

た
「
バ
ー
ブ
教
旧
守
派
」
ソ
ブ
ヘ
・
ア
ザ
ル
の
許
に
集
結
し
た
人
々
は
バ
ー
ブ
教

徒
内
で
ア
ザ
リ
ー
派
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
ア
ザ
リ
ー
派
バ
ー
ブ
教
徒

の
中
か
ら
、
イ
ラ
ン
に
お
け
る
世
俗
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
第
一
世
代
の
俊
英
が

登
場
し
て
い
る
と
い
う
の
は
、
少
な
く
と
も
現
時
点
で
の
当
該
分
野
の
研
究
の
報

告
に
拠
る
限
り
、
歴
史
的
事
実
で
あ
る
。⁹
ア
ー
ガ
ー
ハ
ー
ン
・
ケ
ル
マ
ー
ニ
ー

も
「
ア
ザ
リ
ー
派
バ
ー
ブ
教
徒
」
と
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
宗
教
的
信
条
か
ら

の
近
代
的
知
性
へ
の
脱
皮
と
い
う
方
向
性
と
、「
ア
ザ
リ
ー
派
バ
ー
ブ
教
徒
」
と
い

う
存
在
が
、
当
時
、
ど
の
よ
う
な
経
路
で
繋
が
っ
て
い
た
か
を
探
る
こ
と
は
、
イ

ラ
ン
に
お
け
る
近
代
的
知
性
の
成
立
の
鍵
の
一
つ
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
問
題
に
ひ
と
つ
の
有
力
な
解
答
を
提
示
す
る
と
思
わ
れ
る
、
彼
の
主
著
『
三

通
の
手
紙Se M
aktūb

』
に
描
き
出
さ
れ
た
「
バ
ー
ブ
教
」
像
の
検
討
の
た
め
、

ま
ず
、
ケ
ル
マ
ー
ニ
ー
自
身
の
生
涯
と
『
三
通
の
手
紙
』
の
成
立
に
関
わ
る
諸
問

題
に
ふ
れ
る
。

２　
イ
ラ
ン
近
代
最
大
の
問
題
作
『
三
通
の
手
紙
』
の
成
立

　

現
時
点
で
の
研
究
で
は
、
ケ
ル
マ
ー
ニ
ー
が
、
イ
ラ
ン
南
東
部
の
ケ
ル
マ
ー
ン

市
近
郊
の
マ
シ
ー
ズ
村
に
一
八
五
三
／
四
年
（
ヘ
ジ
ラ
暦
二
七
〇
年
）
頃
生
ま

れ
た
こ
と
と
、
両
親
が
伴
に
、
シ
ー
ア
派
系
の
神
秘
教
団
に
属
し
た
と
さ
れ
て
い

る
点
は
ほ
ぼ
定
説
と
な
っ
て
い
る
。
彼
は
ケ
ル
マ
ー
ン
に
出
た
後
、
ア
ラ
ビ
ア

語
、
ペ
ル
シ
ア
語
に
関
す
る
伝
統
的
教
育
を
享
け
る
と
同
時
に
論
理
学
、
イ
ス

ラ
ー
ム
法
学
、
ハ
デ
ィ
ー
ス
学
、
医
学
、
数
学
、
哲
学
史
の
教
育
を
受
け
た
。
後
に
、

一
八
六
六
年
、
イ
ラ
ン
（
当
時
の
ペ
ル
シ
ア
帝
国
）
を
脱
出
し
て
イ
ス
タ
ン
ブ
ル

に
向
か
う
以
前
、
ケ
ル
マ
ー
ニ
ー
の
バ
ー
ブ
教
へ
の
傾
斜
の
契
機
と
な
っ
た
人
物

は
、
特
に
、
二
人
が
知
ら
れ
て
い
る
。
一
人
は
、
ケ
ル
マ
ー
ン
有
数
の
学
者
、
モ
ッ

ラ
ー・モ
ハ
ン
マ
ド・ジ
ャ
ア
フ
ァ
ル
で
、
こ
の
人
物
の
二
番
目
の
息
子
が
ケ
ル
マ
ー

ニ
ー
の
生
涯
の
友
な
る
シ
ェ
イ
フ
・
ア
フ
マ
ド
・
ル
ー
ヒ
ー
（
ケ
ル
マ
ー
ニ
ー
と

伴
に
一
八
九
六
年
処
刑
）
で
あ
る
。
今
一
人
は
、
最
初
期
の
バ
ー
ブ
教
改
宗
者
と

さ
れ
る
ハ
ー
ジ
・
セ
イ
イ
ェ
ド
・
ジ
ャ
ヴ
ァ
ー
ド
・
カ
ル
バ
ラ
ー
イ
ー
で
、
ケ
ル

マ
ー
ニ
ー
は
、
優
れ
た
革
新
的
な
学
者
で
あ
っ
た
こ
の
人
物
の
許
で
、
モ
ッ
ラ
ー
・

サ
ド
ラ
ー
（
一
五
七
一̶

一
六
四
〇
）
流
の
シ
ー
ア
派
の
存
在
論
哲
学
や
前
述
の

シ
ェ
イ
フ
・
ア
フ
マ
ド
・
ア
フ
サ
ー
イ
ー
の
神
智
学
を
学
ん
で
い
る
。¹⁰
シ
ェ
イ
フ
・

ア
フ
マ
ド
・
ル
ー
ヒ
ー
と
の
共
著
で
、
バ
ー
ブ
教
の
哲
学
的
考
察
を
試
み
な
が
ら
、

西
洋
近
代
の
世
俗
思
想
が
説
か
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
『
ハ
シ
ュ
ト
・
ベ
ヘ
シ
ュ
ト
』

と
い
う
著
作
は
、
こ
の
学
者
の
学
説
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　

当
時
の
ケ
ル
マ
ー
ン
に
は
、
キ
ャ
リ
ー
ム
・
ハ
ー
ン
・
ケ
ル
マ
ー
ニ
ー
を
教
祖

と
す
る
シ
ェ
イ
ヒ
ー
派
と
、
シ
ー
ア
派
神
秘
教
団
ネ
マ
ト
ッ
ラ
ー
ヒ
ー
派
が
勢
力

を
張
る
と
と
も
に
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
徒
や
、
新
興
の
バ
ー
ブ
教
徒
な
ど
の
宗
教
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的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
も
同
時
に
存
在
す
る
と
い
っ
た
独
特
な
文
化
環
境
が
出
来
上

が
っ
て
い
た
。
逸
脱
的
傾
向
の
強
い
シ
ー
ア
派
系
神
秘
教
団
に
属
し
た
両
親
の
許

で
育
っ
た
ケ
ル
マ
ー
ニ
ー
と
っ
て
、
ハ
ー
ジ
・
セ
イ
イ
ェ
ド
・
ジ
ャ
ヴ
ァ
ー
ド
・

カ
ル
バ
ラ
ー
イ
ー
の
存
在
は
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
の
教
条
的
な
宗
教
的
拘
束
か
ら

の
解
放
へ
の
一
つ
の
道
程
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

　

徴
税
官
と
い
う
役
職
上
の
問
題
で
の
ケ
ル
マ
ー
ン
の
知
事
と
の
軋
轢
、
あ
る
い

は
、
両
親
と
の
宗
教
信
条
の
上
で
の
不
和
が
主
た
る
原
因
で
あ
っ
た
か
は
特
定
で

き
な
い
が
、
ケ
ル
マ
ー
ニ
ー
は
、
一
八
八
三
年
に
イ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
で
ほ
ぼ
二
年

間
を
過
ご
し
た
後
、
テ
ヘ
ラ
ン
に
数
ヶ
月
滞
在
し
て
、
東
北
部
の
町
マ
シ
ュ
ハ

ド
に
向
か
い
、
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ー
ン
経
由
で
、
一
八
八
六
年
、
イ
ラ
ン
を
脱
出

し
、
当
時
、
イ
ラ
ン
人
亡
命
者
の
拠
点
と
な
っ
て
い
た
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
に
向
か
っ

た
。
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
に
到
着
し
た
年
、
当
時
キ
プ
ロ
ス
で
暮
ら
し
て
い
た
ソ
ブ
ヘ
・

ア
ザ
ル
に
会
い
に
行
き
、
ソ
ブ
ヘ
・
ア
ザ
ル
の
娘
と
結
婚
を
し
て
い
る
。¹¹

　

英
露
の
政
治
的
角
逐
の
中
で
、
バ
ー
ブ
教
は
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ス
ト
の
関
心
を
引

き
、
中
で
も
、
ペ
ル
シ
ア
文
学
史
で
知
ら
れ
る
Ｅ
・
Ｇ
・
ブ
ラ
ウ
ン
は
バ
ー
ブ
教

の
研
究
書
を
著
し
て
い
る
。
一
八
八
七
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
イ
ラ
ン
領
内
を
視

察
旅
行
し
た
成
果
、『
ペ
ル
シ
ア
人
と
の
一
年　

A Year Am
ongst Persians

』

の
記
述
が
、
ケ
ル
マ
ー
ニ
ー
が
イ
ラ
ン
を
脱
出
し
た
年
の
翌
年
に
始
ま
っ
て
い
る

点
も
興
味
深
い
。
こ
の
紀
行
文
に
は
バ
ー
ブ
教
徒
か
ら
の
情
報
が
ひ
と
き
わ
多
く
、

彼
の
目
的
も
バ
ー
ブ
教
関
連
の
情
報
蒐
集
で
あ
っ
た
観
が
あ
る
。¹²

　

イ
ス
タ
ン
ブ
ル
で
は
、
英
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
を
本
格
的
に
学
ん
で
直
接
的
に
西

洋
近
代
思
想
を
吸
収
す
る
と
伴
に
、
反
政
府
系
新
聞
『
ア
フ
タ
ル
』
紙
に
寄
稿
し
、

ロ
ン
ド
ン
か
ら
反
政
府
紙『
カ
ー
ヌ
ー
ン（
法
）』を
発
刊
し
て
い
た
マ
ル
コ
ム・ハ
ー

ン
（
一
八
三
三̶

一
九
〇
八
）
と
も
手
紙
で
接
触
し
て
い
る
。
一
八
九
二
年
イ

ス
タ
ン
ブ
ル
に
招
か
れ
た
「
革
命
家
」
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
（
一
八
九
七
年
没
）
と
も

積
極
的
に
交
流
を
も
ち
、
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
の
思
想
に
強
く
影
響
を
受
け
た
と
さ
れ

る
。
し
か
し
、
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
の
ケ
ル
マ
ー
ニ
ー
へ
の
影
響
の
実
体
は
現
在
の
と

こ
ろ
不
明
で
あ
る
。
一
八
九
六
年
、イ
ラ
ン
国
内
で
起
こ
っ
た
ナ
ー
セ
ル
ッ
デ
ィ
ー

ン
・
シ
ャ
ー
の
暗
殺
に
連
座
し
て
、
シ
ェ
イ
フ
・
ア
フ
マ
ド
・
ル
ー
ヒ
ー
等
と
伴
に
、

イ
ス
タ
ン
ブ
ル
か
ら
イ
ラ
ン
の
タ
ブ
リ
ー
ズ
に
護
送
さ
れ
て
処
刑
さ
れ
る
ま
で
の

ほ
ぼ
一
〇
年
間
が
ケ
ル
マ
ー
ニ
ー
の
実
質
的
な
思
想
家
と
し
て
の
活
動
期
で
あ
ろ

う
。

　

彼
の
生
涯
の
軌
跡
を
辿
る
と
、
そ
こ
に
は
、
バ
ー
ブ
教
、
と
り
わ
け
、
ア
ザ
リ
ー

派
の
陰
が
色
濃
い
こ
と
が
わ
か
る
。
た
し
か
に
、
中
世
以
来
イ
ラ
ン
に
瀰
漫
し
て

い
た
宗
派
分
裂
、
宗
派
抗
争
へ
の
批
判
を
主
題
と
し
て
、
彼
が
著
し
た
翻
案
小
説

『
七
二
派
の
戦
い
』（Bernardin de Saint-piere 

の Café de Surat 

の
翻
案

小
説
で
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
ロ
シ
ア
語
訳
も
あ
る
。
イ
ラ
ン
人
が
最
も
好
む
主
題
が

題
材
に
な
っ
て
い
る
。）
に
は
、
合
理
的
な
思
考
と
宗
教
的
寛
容
の
持
ち
主
と
し
て

前
述
の
ハ
ー
ジ
・
セ
イ
イ
ェ
ド
・
ジ
ャ
ヴ
ァ
ー
ド
・
カ
ル
バ
ラ
ー
イ
ー
が
登
場
す

る
な
ど
、
普
遍
的
な
姿
を
と
っ
た
「
バ
ー
ブ
教
徒
」
へ
の
思
い
入
れ
は
彼
の
生
涯

と
著
作
に
う
か
が
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
種
の
問
題
究
明
の
困
難
は
、
そ
の
か
か

わ
り
の
実
体
の
闡
明
の
困
難
さ
に
あ
る
と
い
え
る
。
た
と
え
ば
、
二
〇
世
紀
初
頭

に
先
鋭
化
す
る
イ
ラ
ン
立
憲
革
命
の
一
翼
を
に
な
っ
た
先
進
的
ウ
ラ
マ
ー
（
イ
ス

ラ
ー
ム
諸
学
の
学
者
集
団
）
と
バ
ー
ブ
教
と
の
「
か
か
わ
り
」
や
、「
バ
ー
ブ
教

徒
」
と
い
う
名
称
が
蔑
称―

他
者
を
排
除
す
る
た
め
の
特
定
の
用
語
で
、中
世
以
来
、

宗
派
、
哲
学
者
関
連
の
用
語
が
使
わ
れ
た―

と
し
て
の
機
能
を
持
た
さ
れ
、「
バ
ー

ブ
教
徒
と
さ
れ
る
…
」
と
い
っ
た
曖
昧
な
関
連
付
け
が
意
図
的
に
為
さ
れ
る
政
治

的
な
も
の
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
べ
き
か
、
と
い
っ
た
問
題
の
扱
い
に
は
格
別
の
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慎
重
さ
が
要
求
さ
れ
よ
う
。¹³

　

ケ
ル
マ
ー
ニ
ー
の
主
著
と
さ
れ
る
『
三
通
の
手
紙
』
は
、
近
代
期
の
イ
ラ
ン
民

族
主
義
思
想
の
源
泉
と
さ
れ
る
、
コ
ー
カ
サ
ス
在
住
の
ミ
ー
ル
ザ
ー
・
フ
ァ
テ
・

ア
リ
ー
・
ア
ー
ホ
ン
ド
ザ
ー
デM

īrzā Fatḥ-‘alī Ā
khondzāde

（
一
八
一
二̶

一
八
七
二
）
の
主
著
『
キ
ャ
マ
ー
ル
ッ
ド
ウ
レ
の
手
紙M

aktūbāt-e Kam
āl al-

D
ow
le

』
を
下
敷
き
に
し
た
著
作
で
あ
る
。『
キ
ャ
マ
ー
ル
ッ
ド
ウ
レ
の
手
紙
』
の

設
定
は
、
カ
ー
ジ
ャ
ー
ル
朝
の
皇
子
で
イ
ラ
ン
国
外
に
住
む
ジ
ャ
ラ
ー
ル
ッ
ド
ウ

レ
に
、
友
人
で
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
「
イ
ン
ド
」
人
（
ム
ガ
ー
ル
王
ア
オ
ウ
ラ
ン

グ
ゼ
ー
ブ
の
皇
子
の
一
人
）、
キ
ャ
マ
ー
ル
ッ
ド
ウ
レ
が
イ
ラ
ン
を
旅
し
、
イ
ラ
ン

か
ら
イ
ラ
ン
国
内
の
現
状
を
憂
え
る
三
通
の
手
紙
を
書
き
（
著
作
中
の
手
紙
の
執

筆
年
代
は
一
八
六
三
年
二
月̶

三
月
頃
）、
さ
ら
に
、
そ
の
内
容
に
ジ
ャ
ラ
ー
ル
ッ

ド
ウ
レ
が
反
論
を
書
く
と
い
う
形
式
の
著
作
で
あ
る
。
ア
ー
ホ
ン
ド
ザ
ー
デ
の
著

作
に
は
、
宗
教
的
圧
力
の
下
で
数
世
紀
間
沈
滞
し
て
い
た
精
神
の
覚
醒
と
、
近
代

的
な
批
判
精
神
を
土
台
と
す
る
思
考
の
躍
動
が
一
貫
し
て
い
る
。
シ
ー
ア
派
宗
教

勢
力
に
支
え
ら
れ
た
狂
信
の
土
台
を
穿
つ
た
め
に
執
筆
さ
れ
た
『
キ
ャ
マ
ー
ル
ッ

ド
ウ
レ
の
手
紙
』
は
、
イ
ラ
ン
に
お
け
る
近
代
的
批
判
精
神
の
発
露
を
告
げ
る
も

の
と
い
え
る
。
古
代
イ
ラ
ン
の
賛
美
、
反
ア
ラ
ブ
的
言
辞
な
ど
も
激
烈
で
あ
る
が
、

ウ
ラ
マ
ー
批
判
の
中
で
も
、
当
時
タ
ブ
リ
ー
ズ
に
数
多
か
っ
た
シ
ェ
イ
ヒ
ー
派
批

判
が
特
に
注
目
さ
れ
る
。

　

ケ
ル
マ
ー
ニ
ー
が
ア
ー
ホ
ン
ド
ザ
ー
デ
の
影
響
下
に
『
三
通
の
手
紙
』
を
書
い

た
こ
と
は
疑
い
よ
う
も
な
い
が
、
形
式
的
に
は
、
ケ
ル
マ
ー
ニ
ー
の
著
作
は
一
通

の
手
紙
し
か
登
場
し
な
い
点
で
未
完
成
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

問
題
は
、
ア
ー
ホ
ン
ド
ザ
ー
デ
が
、「
人
々
の
頭
の
中
に
下
ら
ぬ
信
仰
が
あ
る
限

り
、抜
け
目
な
い
バ
ー
ブ
が
出
現
し
た
り
、賢
し
ら
な
宗
教
家
が
う
ま
れ
る
。（
中
略
）

王
国
の
永
続
は
知
識
、
そ
し
て
、
国
民
が
下
ら
ぬ
信
仰
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
に

か
か
っ
て
い
る
。」¹⁴
と
し
て
、
一
貫
し
て
、
こ
の
種
の
宗
派
を
迷
信
と
し
て
排
除

し
て
い
る
一
方
で
、
バ
ー
ブ
教
と
の
か
か
わ
り
を
持
っ
た
ケ
ル
マ
ー
ニ
ー
の
宗
教

的
信
条
、
さ
ら
に
突
き
詰
め
れ
ば
、
思
想
的
立
場
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

バ
ー
ブ
と
ソ
ブ
ヘ
・
ア
ザ
ル
の
著
作
の
有
数
の
筆
写
者
の
一
人
と
し
て
知
ら
れ

る
ミ
ー
ル
ザ
ー
・
モ
ス
タ
フ
ァ
ー
・
カ
ー
テ
ブ
（
筆
写
者
）
こ
と
モ
ッ
ラ
ー
・
エ

ス
マ
ー
イ
ー
ル
（
エ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
で
の
バ
ー
ブ
教
徒
弾
圧
か
ら
逃
れ
た
後
、
身

を
守
る
た
め
に
モ
ス
タ
フ
ァ
ー
と
名
を
変
え
た
）
は
、『
三
通
の
手
紙
』
の
筆
写
者

と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
モ
ス
タ
フ
ァ
ー
自
身
（
当
時
ム
ス
タ
フ
ァ
ー
自
身
の
年

齢
は
七
〇
歳
前
後
で
あ
る
）、
シ
ェ
イ
ヒ
ー
派
か
ら
バ
ー
ブ
教
（
ア
ザ
リ
ー
派
）
へ

の
改
宗
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。（
ム
ス
タ
フ
ァ
ー
の
二
人
の
娘
の

一
人
が
、
ソ
ブ
ヘ
・
ア
ザ
ル
の
息
子
と
結
婚
し
て
い
る
）
中
東
の
宗
教
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
ー
に
格
別
の
興
味
を
示
し
た
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ス
ト
た
ち
の
中
で
も
、
と
り
わ

け
バ
ー
ブ
教
（
バ
ハ
ー
イ
ー
教
）
へ
の
興
味
を
示
し
た
ブ
ラ
ウ
ン
の
一
連
の
バ
ー

ブ
教
関
連
の
著
作
は
彼
に
よ
っ
て
筆
写
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。¹⁵

　

以
下
は
写
本
の
冒
頭
に
付
さ
れ
た
一
文
で
あ
り
、
ブ
ラ
ウ
ン
に
宛
て
た
も
の
で

あ
る
。
写
本
に
は
、
一
九
一
二
年
一
〇
月
の
日
付
が
付
さ
れ
て
い
る
。（ 

）
内
は
、

文
意
の
理
解
の
た
め
に
筆
者
が
加
え
た
。

　
「
…
私
が
こ
の
本
（『
三
通
の
手
紙
』
を
さ
す
）
の
筆
写
を
し
て
い
る
最
中

に
、
一
人
の
知
人
が
や
っ
て
来
て
、
本
を
手
に
取
っ
て
、
し
ば
ら
く
見
通
し
て

か
ら
こ
う
言
っ
た
、
何
故
こ
の
本
を
筆
写
す
る
の
か
ね
、
こ
う
い
う
本
は
水
で

洗
い
流
し
て
し
ま
う
か
、
焼
い
て
し
ま
う
べ
き
だ
。
私
（
ミ
ー
ル
ザ
ー
・
モ
ス
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タ
フ
ァ
ー
）
は
こ
う
申
し
あ
げ
た
、（
そ
れ
な
ら
ば
）
地
上
に
あ
る
本
は
す
べ

て
水
に
浸
し
て
廃
棄
せ
ね
ば
な
ら
い
の
で
す
。
驢
馬
二
頭
分
の
倪
下
（
ソ
ブ
ヘ・

ア
ザ
ル
を
指
す
）
の
書
籍
は
（
す
べ
て
）、
バ
ハ
ー
イ
ー
（
教
徒
）
た
ち
と
彼
等

の
信
仰
に
よ
れ
ば
、
水
に
浸
し
て
し
ま
う
か
、
焼
か
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
す
。

聞
く
と
こ
ろ
で
は
、『
ヌ
ー
ル
（
光
）
の
書
（
ソ
ブ
ヘ・ア
ザ
ル
の
著
作
の
一
つ
）』

は
カ
ー
シ
ャ
ー
ン
（
地
名
）
で
水
に
浸
さ
れ
て
廃
棄
さ
れ
る
か
、
焼
か
れ
た
そ

う
で
す
。
倪
下
の
信
者
た
ち
に
あ
っ
て
は
、
バ
ハ
ー
イ
ー
た
ち
に
よ
る
書
物
は

す
べ
て
水
に
浸
す
か
、
焼
き
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒

た
ち
の
信
仰
に
よ
れ
ば
、
こ
の
二
つ
の
宗
派
（
ア
ザ
リ
ー
派
と
バ
ハ
ー
イ
ー
派
）

と
、「
ヌ
ク
タN

uqtah

（
バ
ー
ブ
教
始
祖
セ
イ
ェ
ド・バ
ー
ブ
の
称
号
の
一
つ
）」

の
書
物
は
、
す
べ
て
、
焼
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
こ
う
し
た
書
物
が
あ
る
家

は
破
壊
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
書
物
を
持
っ
て
い
る
者
、
そ
こ
に
書
い

て
あ
る
こ
と
を
信
じ
る
者
た
ち
は
、
す
べ
て
、
最
も
惨
い
拷
問
を
科
し
て
殺
し
、

死
体
も
焼
か
ね
ば
な
ら
な
い
し
、（
実
際
に
）
そ
の
よ
う
に
し
た
よ
う
で
す
。
あ

な
た
方
の
考
え
と
信
仰
で
は
優
れ
た
も
の
で
、
何
と
し
て
も
出
版
し
た
い
お
つ

も
り
で
い
る
、『Tanbīh al-N

ā’im
īn

』（
ア
ザ
リ
ー
派
か
ら
す
る
、バ
ハ
ー
イ
ー

派
の
指
導
者
で
始
祖
バ
ハ
ー
ウ
ッ
ラ
ー
論
駁
書
）
と
い
う
本
の
こ
と
を
、
ミ
ー

ル
ザ
ー
・
ハ
サ
ン
・
ア
リ
ー
・
バ
ハ
ー
（
バ
ハ
ー
イ
ー
派
指
導
者
）
の
信
者
た

ち
は
、ど
の
よ
う
に
考
え
る
で
し
ょ
う
か
。
バ
ハ
ー
イ
ー
派
の
信
者
た
ち
が
（
こ

れ
を
）
入
手
で
き
れ
ば
、
間
違
い
な
く
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
た
ち
が
（
バ
ー
ブ
、

バ
ハ
ー
イ
ー
双
方
に
対
し
て
）
や
っ
た
と
同
じ
こ
と
を
、（
こ
の
本
に
対
し
て
）

行
う
で
し
ょ
う
し
、（
実
際
に
）、
カ
ル
バ
ラ
ー
（
イ
ラ
ク
の
シ
ー
ア
派
聖
地
）

や
、
バ
グ
ダ
ー
ド
、（
パ
レ
ス
チ
ナ
の
）
ア
ッ
カ
ー
や
そ
の
他
の
地
域
で
は
そ
う

し
た
こ
と
が
行
わ
れ
た
よ
う
で
す
。
こ
の
法
則
で
行
け
ば
、
地
球
上
の
書
物
は
、

そ
の
敵
対
者
の
た
め
に
、
す
べ
て
水
に
浸
し
て
廃
棄
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
小
生
は
、
書
物
は
偏
見
な
く
読
み
、
自
分
に
好
も
し
く
思
う
こ
と
は

こ
れ
を
留
め
記
録
し
、
自
分
の
意
見
に
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
は
元
の
ま
ま
に
し
て

お
く
、
と
い
う
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ま
す
。（
中
略
）
こ
の
『
三
通

の
書
簡
』
に
は
歴
史
に
関
わ
る
主
題
が
い
く
つ
か
出
て
き
ま
す
の
で
、
ご
覧
に

な
る
こ
と
は
、
あ
な
が
ち
、
無
益
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
。」（
写
本
冒
頭
）¹⁶

　

こ
こ
に
言
う
、
地
球
上
の
書
物
が
、
敵
対
者
の
た
め
に
、
す
べ
て
焼
か
れ
る
運

命
を
も
つ
、
と
い
う
言
葉
は
、
ム
ス
タ
フ
ァ
ー
自
身
の
境
遇
を
考
え
れ
ば
、
偽
ら

ざ
る
感
慨
で
あ
ろ
う
。

　

バ
フ
ラ
ー
ム
・
チ
ュ
ー
ビ
ー
ネ
の
校
訂
本
で
は
、
こ
の
知
り
合
い
人
物
が
、
ア

ザ
リ
ー
派
の
バ
ー
ブ
教
徒
で
あ
る
と
い
う
注
が
付
さ
れ
て
い
る
。
注
目
さ
れ
る
の

は
、
こ
の
『
三
通
の
手
紙
』
に
目
を
通
し
た
ア
ザ
リ
ー
派
に
属
す
と
さ
れ
る
人
物

が
、
一
読
し
て
即
座
に
焼
き
捨
て
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
点
で
あ
る
。
当
の
ア
ザ

リ
ー
派
バ
ー
ブ
教
徒
に
よ
っ
て
読
み
通
す
に
絶
え
な
い
書
物
と
し
て
認
定
さ
れ
た

と
言
う
事
実
は
、
少
な
く
と
も
、
通
常
の
ア
ザ
リ
ー
派
の
バ
ー
ブ
教
徒
に
よ
っ
て

は
到
底
承
服
で
き
な
い
内
容
を
本
書
が
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

「
ア
ザ
リ
ー
派
バ
ー
ブ
教
徒
」
と
さ
れ
る
ア
ー
ガ
ー
ハ
ー
ン
・
ケ
ル
マ
ー
ニ
ー
が
命

を
賭
し
て
執
筆
し
た
書
物
は
、
幾
多
の
弾
圧
に
耐
え
た
、
筋
金
入
り
の
老
ア
ザ
リ
ー

派
バ
ー
ブ
教
徒
の
篤
き
宗
教
心
に
よ
っ
て
筆
写
さ
れ
な
が
ら
、
当
の
ア
ザ
リ
ー
派

バ
ー
ブ
教
徒
に
よ
っ
て
「
焚
書
」
を
宣
告
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ケ
ル
マ
ー
ニ
ー

の
真
意
は
、「
公
式
の
」
バ
ー
ブ
教
徒
（
ア
ザ
リ
ー
派
）
に
全
く
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
。

『
三
通
の
手
紙
』
が
い
か
に
イ
ラ
ン
の
宗
教
的
土
台
の
根
本
的
批
判
を
企
図
し
た
も

の
で
あ
れ
、
筆
写
に
よ
っ
て
、
こ
の
著
作
の
「
実
体
」
を
支
え
て
い
た
の
が
、
一
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人
の
老
ア
ザ
リ
ー
派
バ
ー
ブ
教
徒
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
、
一
九
世
紀
に
イ
ラ
ン

を
包
み
込
ん
だ
シ
ー
ア
派
の
「
狂
信
」
的
な
要
素
に
対
す
る
、
こ
の
筆
写
者
の
高

い
見
識
を
前
提
に
し
た
と
し
て
も
、『
三
通
の
手
紙
』
に
宗
教
的
な
色
彩
が
付
さ
れ

る
こ
と
は
否
め
な
い
。
そ
う
し
た
傾
向
は
、『
三
通
の
手
紙
』
で
一
貫
し
て
ケ
ル
マ
ー

ニ
ー
が
訴
え
た
内
容
と
は
い
か
に
も
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
い
う

宗
教
的
色
彩
が
、「
公
式
の
」
ア
ザ
リ
ー
派
か
ら
到
底
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
種
類
の

「
宗
教
色
」
を
想
定
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
点
も
ま
た
、
上
に
述
べ
た
事
情

か
ら
判
明
す
る
で
あ
ろ
う
。  

　

ケ
ル
マ
ー
ニ
ー
の
バ
ー
ブ
教
自
体
に
対
す
る
真
意
を
さ
ぐ
る
（
そ
れ
は
、
筆
写

者
の
バ
ー
ブ
教
徒
モ
ス
タ
フ
ァ
ー
の
見
識
を
知
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
）
た
め
に
、

次
に
、『
三
通
の
手
紙
』
の
バ
ー
ブ
教
に
関
わ
る
と
思
わ
れ
る
箇
所
を
選
ん
で
、
検

討
し
て
み
る
。

　

迫
害
の
末
に
国
家
的
策
略
で
処
刑
さ
れ
た
不
滅
の
天
才
、
ア
ー
ガ
ー
ハ
ー
ン
・

ケ
ル
マ
ー
ニ
ー
の
迫
真
力
に
溢
れ
た
筆
が
紡
ぎ
だ
す
「
バ
ー
ブ
教
」
像
は
、
疑
い

な
く
、
一
九
世
紀
イ
ラ
ン
の
イ
ス
ラ
ー
ム
認
識
の
最
深
部
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。

３　
『
三
通
の
手
紙
』
に
描
き
出
さ
れ
た
「
バ
ー
ブ
教
」
の
諸
相

　

ケ
ル
マ
ー
ニ
ー
に
よ
れ
ば
、ウ
ラ
マ
ー
た
ち
は
、恣
意
的
解
釈
を
『
ク
ル
ア
ー
ン
』

の
章
句
に
施
し
、『
ク
ル
ア
ー
ン
』
の
真
の
姿
を
改
竄
し
、
簡
素
な
シ
ャ
リ
ー
ア
を

複
雑
に
し
た
。
ウ
ラ
マ
ー
の
身
勝
手
な
解
釈
の
強
要
の
結
果
、
宗
派
間
の
分
裂
が

増
幅
し
、
宗
派
分
裂
に
よ
っ
て
弱
体
化
し
た
イ
ラ
ン
の
英
露
列
強
へ
の
従
属
化
が

進
ん
だ
。
ケ
ル
マ
ー
ニ
ー
の
『
三
通
の
手
紙
』
に
は
、
た
と
え
ば
、
以
下
の
よ
う

な
激
烈
な
「
ア
ラ
ブ
」
批
判
や
呪
詛
を
表
現
す
る
箇
所
は
あ
る
が
、元
来
、ケ
ル
マ
ー

ニ
ー
の
基
本
的
な
イ
ス
ラ
ー
ム
自
体
観
が
、
純
粋
な
祖
形
と
し
て
の
イ
ス
ラ
ー
ム

を
受
け
入
れ
て
い
た
点
で
、
政
教
分
離
を
公
然
と
唱
え
た
ア
ー
ホ
ン
ド
ザ
ー
デ
と

は
一
線
を
画
し
て
い
る
。『
三
通
の
手
紙
』
の
内
容
の
検
討
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、

彼
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
自
体
を
否
定
し
バ
ー
ブ
教
に
傾
斜
し
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、

イ
ス
ラ
ー
ム
を
、
そ
の
祖
形
で
受
け
入
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ア

ラ
ブ
批
判
は
、
地
上
の
精
神
世
界
の
支
配
者
と
な
っ
た
ウ
ラ
マ
ー
へ
の
激
し
い
批

判
の
形
で
現
れ
る
。（
引
用
に
は
写
本
の
フ
ォ
リ
オ
番
号
を
示
す
。）

一
握
り
の
、
尻
丸
出
し
で
裸
足
、
野
蛮
で
飢
え
た
下
賎
な
ア
ラ
ブ
ど
も
が
イ
ラ

ン
に
や
っ
て
き
て
、
汝
（
イ
ラ
ン
）
を
不
幸
の
身
に
貶
め
、
こ
の
暗
黒
の
世
に

住
ま
わ
せ
て
一
二
八
〇
年
に
な
る
。
天
国
と
見
ま
ご
う
汝
の
大
地
は
崩
れ
、
町

は
荒
れ
果
て
、
人
々
は
無
知
蒙
昧
、
世
界
の
進
歩
・
文
明
を
知
ら
ず
、
人
と
し

て
の
生
活
の
喜
び
、
人
間
性
の
権
利
は
忘
れ
ら
れ
、
抑
圧
と
圧
制
に
捕
ら
わ
れ

て
い
る
。汝
の
国
王
は
悪
辣
で
、血
に
飢
え
た
邪
悪
な
独
裁
者
。汝
の
教
学
者（
ウ

ラ
マ
ー
）
は
如
何
な
る
知
識
と
も
無
縁
で
狂
信
の
徒
。
自
ら
の
無
知
を
頑
迷
に

押
し
通
す
だ
け
だ
。(14)

　
『
三
通
の
手
紙
』
で
は
、
一
二
イ
マ
ー
ム
・
シ
ー
ア
派
を
国
家
宗
教
と
し
て
定

着
さ
せ
る
に
「
貢
献
」
し
た
法
学
者
、
モ
ハ
ン
マ
ド
・
バ
ー
キ
ル
・
マ
ジ
ュ
リ

ス
ィ
ー
（
一
六
九
九
年
没
）
が
、
特
に
一
九
世
紀
イ
ラ
ン
の
現
実
を
生
み
出
し

た
張
本
人
と
し
て
断
罪
さ
れ
る
。
ア
ラ
ブ
と
ウ
ラ
マ
ー
と
シ
ー
ア
派
が
、
一
九

世
紀
イ
ラ
ン
の
知
的
沈
滞
を
生
み
出
し
た
源
泉
と
し
て
、
一
つ
の
経
路
で
結
び

付
け
ら
れ
る
。
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ア
ラ
ブ
が
イ
ラ
ン
に
蒔
い
た
不
正
と
圧
制
よ
り
な
る
木
に
、
故
マ
ジ
ュ
リ

ス
ィ
ー
は
、
水
を
や
っ
て
手
を
入
れ
た
ば
か
り
か
迷
信
と
い
う
苦
い
実
を
つ
け

る
ザ
ッ
ク
ー
ム
（
地
獄
に
生
え
る
と
さ
れ
る
苦
い
実
を
つ
め
る
木
の
名
称
）
の

木
と
無
知
と
迷
妄
の
渋
み
の
瓜
を
結
び
付
け
、
イ
ラ
ン
精
神
の
系
譜
、
由
緒
あ

る
王
統
の
偉
大
な
木
を
、
イ
ラ
ン
と
い
う
天
国
の
如
き
薔
薇
園
か
ら
根
こ
そ
ぎ

に
し
て
し
ま
っ
た
。(50)

　

ケ
ル
マ
ー
ニ
ー
は
、
恣
意
的
な
解
釈
に
よ
っ
て
様
々
な
宗
派
が
出
現
し
た
イ
ラ

ン
の
宗
教
状
況
を
何
よ
り
も
問
題
視
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
、
バ
ー
ブ
教

そ
の
も
の
が
批
判
対
象
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

腐
り
き
っ
た
神
秘
哲
学‘Erfān

と
淀
ん
だ
シ
ー
ア
哲
学Ḥ

ekm
at

に
よ
っ
て
内
側

か
ら
弱
体
化
し
た
イ
ス
ラ
ー
ム
地
域
は
英
国
と
ロ
シ
ア
に
屈
服
す
る
遠
因
と
な
っ

て
い
る
と
し
て
、
預
言
者
の
言
葉
に
託
し
て
次
の
よ
う
に
語
る
。

我（
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
）の
い
た
時
代
に
我
が
ウ
ン
マ（
イ
ス
ラ
ー
ム
共
同
体
）

に
あ
っ
た
簡
素
な
る
宗
教
、
真
な
る
信
仰
以
外
の
、
後
に
作
り
出
さ
れ
た
宗
派 

―
 

ス
ン
ニ
ー
派
、
シ
ー
ア
派
、
ハ
ワ
ー
リ
ジ
ュ
派
、
ラ
ー
フ
ィ
ズ
ィ
ー
派
（
ス

ン
ニ
ー
派
か
ら
す
る
シ
ー
ア
派
に
対
す
る
蔑
称
）、
ス
ー
フ
ィ
ー
、
シ
ェ
イ
ヒ
ー

派
、バ
ー
ブ

4

4

4

教4

、ハ
ナ
フ
ィ
ー
派
、マ
ー
レ
キ
ー
派
、ザ
イ
ド
派
、ア
シ
ュ
ア
リ
ー

派
（
神
学
者
）、ム
ゥ
タ
ズ
ィ
ラ
派 ―

な
ど
は
、す
べ
て
無
効
で
あ
り
、イ
ス
ラ
ー

ム
教
の
外
に
あ
り
、
我
が
ウ
ン
マ
の
教
え
の
枠
の
外
に
あ
る
。
こ
う
し
た
宗
派

は
信
仰
に
お
け
る
逸
脱
で
あ
る
。（
中
略
）
神
の
使
徒
で
あ
る
わ
れ
は
こ
う
し
た

も
の
に
嫌
気
が
さ
し
て
い
る
。」(39)

カ
ー
デ
ィ
リ
ー
派
、ナ
ク
シ
ュ
バ
ン
デ
ィ
ー
派
、ネ
エ
マ
ト
ッ
ラ
ヒ
ー
派
と
い
っ

た
ス
ー
フ
ィ
ー
教
団
、
シ
ャ
フ
ィ
イ
ー
法
学
派
、
マ
ー
レ
キ
ー
法
学
派
と
我
が

時
代
の
『
ク
ル
ア
ー
ン
』
が
一
体
ど
ん
な
関
係
が
あ
る
か
。
こ
う
し
た
信
仰
が

一
体
イ
ス
ラ
ー
ム
に
何
を
も
た
ら
し
た
か
。（
中
略
）
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
の

妄
想
、
フ
ァ
フ
レ
・
ラ
ー
ズ
ィ
ー
の
空
想
、
ガ
ザ
ー
リ
ー
や
ル
ー
ミ
ー
の
天
上

的
世
界
の
欺
瞞
、
と
い
っ
た
も
の
が
進
歩
を
も
た
ら
し
た
の
か
。
妄
想
の
増
大
、

知
性
の
節
度
か
ら
の
逸
脱
以
外
に
何
も
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
。(38)

　

こ
の
よ
う
に
神
秘
哲
学
に
否
定
的
な
言
辞
を
残
し
た
ケ
ル
マ
ー
ニ
ー
は
、
超
越

神
を
土
台
と
す
る
宗
教
的
抑
圧
に
対
し
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
流
の
存
在
一
性
論

派
の
神
秘
哲
学
的
の
論
法
を
援
用
す
る
こ
と
で
、
最
終
的
に
、
ア
ラ
ブ
の
超
越
神

を
否
定
す
る
論
理
を
導
き
出
し
た
前
述
の
ア
ー
ホ
ン
ド
ザ
ー
デ
と
著
し
い
対
象
を

為
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　

パ
レ
ス
チ
ナ
の
ア
ッ
カ
ー
で
「
神
の
顕
現
す
る
者
」
と
自
ら
を
称
し
た
バ
ハ
ー

イ
ー
の
教
祖
に
関
し
て
は
、個
人
崇
拝
と
い
う
観
点
か
ら
、彼
の
中
に
「
偶
像
崇
拝
」

へ
の
意
志
を
嗅
ぎ
と
っ
て
い
る
。

ジ
ャ
ラ
ー
ル
ッ
ド
ウ
レ
皇
子
よ
、
こ
の
言
葉
か
ら
私
が
イ
ス
ラ
ー
ム
に
他
の
諸

宗
教
を
優
越
さ
せ
て
い
る
、
あ
る
い
は
、
他
宗
教
の
方
が
正
し
い
と
し
て
い
る

と
は
思
わ
な
い
で
ほ
し
い
。（
中
略
）

中
国
の
偶
像
崇
拝
者
か
ら
ア
ッ
カ
ー

4

4

4

4

（
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
の
地
名

4

4

4

4

4

4

4

4

4

）
の
バ
ー
ブ
教

4

4

4

4

4

徒4

（
バ
ハ
ー
イ
ー
を
指
す

4

4

4

4

4

4

4

4

）
に
至
る
ま
で
、
腐
っ
た
藁
と
淀
ん
だ
迷
信
以
外
に

何
も
提
供
す
る
も
の
が
な
い
。
バ
ハ
ー
（
バ
ハ
ー
教
始
祖
バ
ハ
ー
ウ
ッ
ラ
ー
こ

と
、
ミ
ー
ル
ザ
ー
・
ホ
セ
イ
ン
・
ヌ
ー
リ
ー
を
指
す
）
の
宗
教
で
は
、「
永
遠
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の
美Jam

āl-e Q
idam

（
バ
ハ
ー
の
称
号
の
ひ
と
つ
）」
に
向
か
っ
て
跪
拝
し
、

仏
教
で
は
、
石
や
鋳
鉄
製
で
き
た
仏
像
に
む
か
っ
て
祈
る
。
そ
の
理
由
を
尋
ね

れ
ば
、
双
方
が
同
様
に
、
そ
の
姿
に
神
が
現
れ
て
い
る
（
訳
注:

仏
教
に
つ
い

て
の
認
識
の
正
否
は
こ
こ
で
は
問
わ
ず
敢
え
て
原
文
を
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
）、

と
答
え
る
。
し
か
し
、さ
ら
に
、そ
の
理
由
を
問
え
ば
、論
拠
は
な
い
の
だ
。(59)               

　

バ
ー
ブ
教
を
、『
ク
ル
ア
ー
ン
』
の
恣
意
的
な
解
釈
か
ら
出
現
し
た
宗
派
の
一
つ

と
し
な
が
ら
も
、バ
ー
ブ
教
（
こ
こ
で
は
、バ
ー
ブ
教
の
初
期
的
形
態
と
、そ
の
バ
ー

ブ
教
の
本
来
の
革
新
性
を
保
持
し
た
と
ケ
ル
マ
ー
ニ
ー
が
考
え
た
ア
ザ
リ
ー
派
を

指
す
）
に
対
す
る
哀
憐
の
情
が
、『
三
通
の
手
紙
』
の
行
間
に
は
読
み
取
れ
る
。

　

ナ
ー
セ
ル
ッ
デ
ィ
ー
ン
シ
ャ
ー
の
暗
殺
未
遂
（
一
八
五
二
年
）
で
、
シ
ャ
ー
の

同
意
を
得
た
バ
ー
ブ
教
徒
弾
圧
が
始
ま
っ
た
テ
ヘ
ラ
ン
で
の
バ
ー
ブ
教
徒
の
様
子

を
伝
え
る
ケ
ル
マ
ー
ニ
ー
の
筆
致
に
は
彼
等
へ
の
同
情
が
溢
れ
て
い
る
。
弾
圧
は
、

バ
ー
ブ
教
徒
と
い
う
名
目
で
、
バ
ー
ブ
教
徒
と
さ
れ
た
被
疑
者
に
ま
で
及
ん
だ
。

テ
ヘ
ラ
ン
に
い
た
と
き
、
四
〇
〇
人
の
バ
ー
ブ
教
徒
が
逮
捕
さ
れ
、
公
衆
の
前

で
そ
の
首
領
と
さ
れ
る
者
た
ち
が
短
刀
の
先
で
衝
か
れ
、
拷
問
を
う
け
、
裸
の

ま
ま
逆
さ
に
驢
馬
に
乗
せ
ら
れ
て
楽
器
の
鳴
り
物
と
踊
り
と
と
も
に
、
町
を
引

き
回
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
を
見
た
者
た
ち
が
石
を
投
げ
つ
け
た
り
、
木
や
刃
物

や
鞭
を
彼
等
の
上
に
振
り
落
と
し
た
。(110-111)

　

ま
た
、
テ
ヘ
ラ
ン
の
社
会
各
階
層
に
バ
ー
ブ
教
徒
を
振
り
分
け
て
拷
問
さ
せ
た

現
実
の
生
々
し
い
描
写
は
、
一
九
二
〇
年
代
か
ら
イ
ラ
ン
文
化
批
判
を
展
開
す
る

こ
と
に
な
る
ア
フ
マ
ド
・
キ
ャ
ス
ラ
ヴ
ィ
ー
（
一
八
九
〇̶

一
九
四
六
）
の
バ
ハ
ー

イ
ー
教
批
判
書
に
そ
の
反
映
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
に
イ
ラ
ン
社
会
の

本
質
を
突
い
た
記
述
と
い
え
る
。¹⁷

　

バ
ー
ブ
教
徒
の
嫌
疑
で
息
子
と
夫
を
無
く
し
た
女
性
が
残
虐
な
行
為
を
う
け
て

い
る
の
を
た
し
な
め
た
登
場
人
物
に
対
す
る
テ
ヘ
ラ
ン
の
市
民
（
こ
こ
で
は
女
性

た
ち
）
の
言
葉
は
、
一
九
世
紀
イ
ラ
ン
の
「
異
端
」
の
置
か
れ
た
社
会
的
現
実
を

映
し
出
し
て
い
る
。

　

金
曜
礼
拝
導
師
の
教
令
で
は
、
一
人
の
バ
ー
ブ
教
徒
を
殺
す
者
は
メ
ッ
カ
巡
礼

千
回
分
の
善
行
と
、『
ク
ル
ア
ー
ン
』
の
百
回
分
の
朗
詠
の
応
報
が
あ
る
の
で
す
。

も
し
あ
な
た
方
が
来
な
け
れ
ば
、
そ
し
て
、
金
曜
礼
拝
導
師
の
め
で
た
き
お
口
か

ら
高
貴
な
る
教
令
を
聞
い
て
い
た
な
ら
、
そ
の
お
言
葉
を
う
け
て
こ
の
女
性
を
犬

の
よ
う
に
殺
し
て
善
行
を
積
め
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
。（
中
略
）（
女
性
た
ち
は
）
バ
ー

ブ
教
徒
弾
圧
（
殺
害
）Bābī-koshī

で
は
政
府
側
の
死
刑
執
行
人
に
暇
を
与
え
ず
、

二
〇
〇
人
の
バ
ー
ブ
教
徒
を
政
府
の
護
衛
か
ら
奪
い
取
り
、
石
と
木
と
ナ
イ
フ
で

殺
し
、
彼
等
の
家
を
破
壊
し
、
バ
ー
ブ
教
徒
の
活
動
を
完
全
に
封
じ
こ
め
た
。
バ
ー

ブ
教
徒
殺
害
が
テ
ヘ
ラ
ン
中
の
人
間
に
死
刑
執
行
人
の
技San‘at-e M

īrghazabī

を
教
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。(115-116)

　

一
方
で
、
研
究
史
的
に
問
題
な
の
は
、
学
問
的
な
校
訂
が
な
さ
れ
て
い
な
い
『
三

通
の
手
紙
』
の
よ
う
な
著
作
に
研
究
者
の
個
人
的
な
意
図
が
反
映
さ
れ
る
点
で
あ

る
。
以
下
は
バ
ー
ブ
教
徒
に
対
す
る
テ
ヘ
ラ
ン
の
ス
ー
フ
ィ
ー
た
ち
の
惨
い
扱
い

を
告
発
し
た
文
章
で
あ
る
。

　

皆
さ
ん
、
我
々
4

4

の
罪
は
一
体
な
ん
だ
と
い
う
の
で
し
ょ
う
。
一
体
我
々
4

4

が
誰
の
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財
産
を
奪
っ
た
と
い
う
の
で
す
か
。
我
々
が
誰
の
血
を
流
し
た
と
い
う
で
し
ょ
う

か
。
あ
な
た
が
は
ア
ラ
ブ
人
の
ム
ハ
ン
マ
ド
を
信
仰
し
、
我
々
は
ミ
ー
ル
ザ
ー
・

ム
ハ
ン
マ
ド
・
バ
ー
ブ
を
信
仰
し
、
ム
ハ
ン
マ
ド
が
言
っ
た
こ
と
は
、
こ
ち
ら
も

言
っ
て
い
る
、彼
が
『
ク
ル
ア
ー
ン
』
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
な
ら
、こ
ち
ら
も
『
バ

ヤ
ー
ン
』を
も
た
ら
し
て
い
る
。
ム
ハ
ン
マ
ド
が
ア
ラ
ビ
ア
語
で
も
た
ら
し
た
ア
ー

ヤ
（
句
）
が
奇
蹟
で
あ
る
な
ら
、
こ
ち
ら
が
ペ
ル
シ
ア
語
と
ア
ラ
ビ
ア
語
で
も
た

ら
し
た
も
の
も
奇
蹟
だ
。
ユ
ダ
ヤ
教
徒
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
、
イ
ス
ラ
ー
ム
徒
教
が

言
っ
て
い
る
こ
と
は
我
々

4

4

も
言
っ
て
い
る
。
す
べ
て
の
宗
派
が
正
し
い
の
で
あ
れ

ば
、
我
々
も
正
し
い
し
、
す
べ
て
の
宗
派
が
無
効
で
嘘
で
あ
れ
ば
、
我
々
も
無
効

で
あ
り
嘘
で
あ
る
。(111)

　

上
記
の
「
我
々m

ā

」
の
部
分
を
「
彼
等
」
と
書
き
直
し
て
引
用
し
て
い
る
研
究

論
文
が
あ
る
が
、
ケ
ル
マ
ー
ニ
ー
の
描
写
は
、
飽
く
ま
で
、
話
者
に
「
我
々
」
と

語
ら
せ
て
お
り
、
こ
の
種
の
研
究
に
あ
っ
て
は
、
こ
う
し
た
箇
所
に
も
格
別
の
慎

重
さ
が
必
要
と
さ
れ
る
筈
で
あ
る
。「
彼
等
」
と
す
れ
ば
、
ケ
ル
マ
ー
ニ
ー
が
バ
ー

ブ
教
の
代
弁
者
で
あ
る
印
象
は
強
ま
る
。¹⁸

　

バ
ー
ブ
教
に
関
す
る
ケ
ル
マ
ー
ニ
ー
の
知
見
を
知
る
上
で
以
下
の
記
述
は
重
要

で
あ
る
。

 
 

バ
ー
ブ
教
徒
と
は
、
ア
ラ
ブ
の
シ
ャ
リ
ー
ア
（
イ
ス
ラ
ー
ム
聖
法
）
の
重
荷
も
、

イ
マ
ー
ム
・
ア
リ
ー
・
ア
ン
ナ
キ
ー
（
シ
ー
ア
派
第
一
〇
代
イ
マ
ー
ム
の
ア
ル
・

ハ
ー
デ
ィ
ー
を
指
す
）、
あ
る
い
は
、
シ
ェ
イ
フ
・
ア
フ
マ
ド
・
ア
フ
サ
ー
イ
ー

（
シ
ェ
イ
ヒ
ー
派
開
祖
）
と
い
っ
た
荷
も
、
耐
え
忍
ぶ
こ
と
が
で
き
ず
、
つ
い
に
、

そ
れ
ら
を
担
ぐ
べ
き
綱
を
断
ち
切
っ
た
人
々
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
等

は
、字
際
、絶
え
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
シ
ー
ア
派
と
い
う
軛
（
く
び
き
）
か
ら
、

折
角
、這
い
出
し
て
き
な
が
ら
、自
ら
の
暗
愚
の
故
、セ
イ
ェ
ド・バ
ー
ブ
（
バ
ー

ブ
教
開
祖
）
の
晦
渋
な
神
秘
哲
学
に
取
り
込
ま
れ
て
い
っ
た
の
だ
っ
た
。（
そ
れ

ら
は
）
同
じ
巨
木
の
中
の
一
本
の
枝
で
し
か
な
い
。
彼
等
は
バ
ー
ブ
教
徒Bābī

と
呼
ば
れ
、
タ
ク
フ
ィ
ー
ル
（
無
信
仰
宣
告
）
さ
れ
て
、
殺
さ
れ
た
。(110)

　

さ
ら
に
、
ウ
ラ
マ
ー
側
か
ら
発
動
さ
れ
る
「
タ
ク
フ
ィ
ー
ル
（
無
信
仰
宣
告
）」

に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

親
愛
な
る
友
よ
、イ
ス
ラ
ー
ム
の
タ
ク
フ
ィ
ー
ル
（
無
信
仰
宣
告
）
は
今
ま
で
に
、

四
億
人
以
上
の
人
間
を
殺
害
し
、
ム
ス
リ
ム
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
徒
、
キ
リ
ス

ト
教
徒
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
で
あ
れ
、
シ
ー
ア
派
、
シ
ー
ア
派
神
学
者
、
ア
フ
バ
ー

リ
ー
派
、
ウ
ス
ー
リ
ー
派
、
バ
ー
ブ
教
徒
、
運
命
論
者
で
あ
れ
。（
タ
ク
フ
ィ
ー

ル
こ
そ
が
）
無
知
無
学
な
ウ
ラ
マ
ー
と
横
暴
な
統
治
者
の
権
力
に
よ
る
流
血
の

原
因
と
な
っ
て
き
た
の
だ
。(116)

　
『
三
通
の
手
紙
』
で
描
か
れ
、
ま
た
、
記
述
さ
れ
た
「
バ
ー
ブ
教
」
像
か
ら
は
、

宗
教
的
迷
信
の
中
に
沈
殿
し
た
イ
ラ
ン
人
が
、
宗
教
的
寛
容
の
存
在
し
な
い
、
宗

教
的
暴
力
の
瀰
漫
す
る
社
会
を
生
み
出
し
て
い
る
こ
と
へ
の
呪
詛
が
伝
わ
っ
て
く

る
。
バ
ー
ブ
教
さ
え
も
、
宗
教
的
迷
信
と
し
て
排
除
し
な
が
ら
も
、
セ
イ
イ
ェ
ド
・

ジ
ャ
ヴ
ァ
ー
ド
・
カ
ル
バ
ラ
ー
イ
ー
に
象
徴
さ
れ
る
革
新
的
な
宗
教
的
知
識
人
へ

の
憧
憬
は
胸
中
に
秘
め
ら
れ
た
情
熱
と
し
て
存
在
し
て
い
る
か
に
見
え
る
。
主
人

公
が
静
か
に
語
る
言
葉
は
ケ
ル
マ
ー
ニ
ー
の
偽
ら
ざ
る
信
条
を
代
弁
し
て
い
る
よ

う
に
思
え
る
。
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私
は
言
っ
た
、
私
も
そ
の
高
貴
な
る
お
言
葉
を
聞
い
て
い
た
ら
、
あ
る
い
は
、

そ
の
意
味
を
理
解
し
て
い
た
ら
、
か
の
女
（
ビ
ー
ビ
ー
ハ
ー
ノ
ム
が
名
前
）
の

殺
害
に
加
わ
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
、
と
い
う
の
も
、
こ
の
私
も
イ
ス
ラ
ー

ム
教
徒m

osalm
ānī

に
お
い
て
は
あ
な
た
方
以
下
の
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、

信
仰
心
と
い
う
点
で
も
あ
な
た
に
劣
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
。
ジ
ャ
ラ
ー

ル
ッ
ド
ウ
レ
皇
子
よ
、
私
が
こ
れ
ほ
ど
（
バ
ー
ブ
教
徒
及
び
バ
ー
ブ
教
徒
の
被

疑
者
へ
の
弾
圧
を
）
詳
し
く
伝
え
る
意
図
は
、
バ
ー
ブ
教
徒
の
た
め
の
哀
歌
で

は
な
く
、
イ
ラ
ン
国
民
全
体
へ
の
哀
悼
の
詠
歌
の
つ
も
り
な
の
で
す
。(115)

４　
宗
教
的
信
条
と
宗
教
的
意
匠
の
間
で

　
『
三
通
の
手
紙
』
で
描
き
出
さ
れ
た
「
バ
ー
ブ
教
」
像
を
見
る
限
り
、
特
定
の
宗

教
的
信
条
に
拘
束
さ
れ
た
言
説
と
は
程
遠
い
地
点
に
著
者
が
位
置
し
て
い
る
こ
と

は
明
白
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、『
三
通
の
手
紙
』
の
中
で
は
、「
バ
ー
ブ
教
徒
ケ

ル
マ
ー
ニ
ー
」像
は
成
立
し
得
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
シ
ェ
イ
ヒ
ー
派
と
バ
ハ
ー

ウ
ッ
ラ
ー
に
対
し
て
は
明
確
な
否
定
的
言
辞
が
あ
る
一
方
で
、
ア
ザ
リ
ー
派
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
を
特
定
し
て
非
難
し
て
い
る
よ
う
に
は
思
え
な
い
。
し
か
し
、
前

章
3
で
見
た
よ
う
に
、『
三
通
の
手
紙
』
は
、
当
の
ア
ザ
リ
ー
派
バ
ー
ブ
教
徒
さ
え

も
到
底
受
け
入
れ
が
た
い
内
容
を
も
っ
た
著
作
で
あ
っ
た
。

　

ア
ザ
リ
ー
派
に
属
す
と
さ
れ
た
人
々
は
、
し
ば
し
ば
、
宗
教
的
と
い
う
よ
り

は
、
セ
キ
ュ
ラ
ー
な
方
向
性
を
持
っ
た
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
二
〇
世
紀
初
頭
の

イ
ラ
ン
立
憲
革
命
期
に
屈
指
の
立
憲
派
論
調
を
張
っ
た
新
聞
『
ス
ー
レ
・
イ
ス
ラ
ー

フ
ィ
ー
ル
』（
一
九
〇
七
年
五
月
三
〇
日̶

一
九
〇
八
年
六
月
二
〇
日
ま
で
、
テ
ヘ

ラ
ン
で
一̶

二
週
間
に
一
度
発
刊
。
一
九
〇
八
年
の
ク
ー
デ
タ
ー
で
廃
刊
。
ス
イ

ス
で
三
号
の
み
発
刊
）
は
、
農
地
改
革
等
で
ロ
シ
ア
の
社
会
主
義
思
想
の
影
響
を

見
せ
て
い
る
が
、
創
刊
者
の
ミ
ー
ル
ザ
ー
・
ジ
ャ
ハ
ー
ン
ギ
ー
ル
ハ
ー
ン
・
シ
ー

ラ
ー
ズ
ィ
ーM

īrzā Jahāngīr-khān Shīrāzī

（
一
八
七
五̶

一
九
〇
八
年
処

刑
）
は
ア
ザ
リ
ー
派
と
さ
れ
る
。¹⁹ 

ジ
ャ
ハ
ー
ン
ギ
ー
ル
・
ハ
ー
ン
は
ケ
ル
マ
ー

ニ
ー
の
強
い
影
響
を
受
け
た
才
能
あ
る
民
族
主
義
者
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、セ
キ
ュ

ラ
ー
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
の
側
面
を
「
ア
ザ
リ
ー
派
」
に
見
出
し
た
と
し

て
も
、
そ
れ
が
バ
ー
ブ
教
徒
と
い
う
宗
派
と
一
体
化
さ
れ
る
以
上
、
宗
教
的
側
面

は
払
拭
し
き
れ
な
い
。『
三
通
の
手
紙
』
の
内
容
が
反
宗
教
的
な
内
容
を
示
し
て
い

て
も
、
ケ
ル
マ
ー
ニ
ー
と
彼
の
著
作
の
周
囲
は
、
バ
ー
ブ
教
徒
（
後
に
は
、
バ
ハ
ー

イ
ー
教
徒
）
の
宗
教
的
信
条
、
時
に
、
政
治
的
意
向
に
包
囲
さ
れ
て
い
る
と
も
い

え
る
。

　

犀
利
な
歴
史
認
識
で
知
ら
れ
た
キ
ャ
ス
ラ
ヴ
ィ
ー
は
、
ケ
ル
マ
ー
ニ
ー
は
一
度

バ
ー
ブ
教
徒
に
な
っ
た
後
、
こ
れ
か
ら
脱
却
し
、
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
の
思
想
の
影
響

を
受
け
た
、
と
し
て
い
る
。²⁰
ま
た
、
晩
年
の
ケ
ル
マ
ー
ニ
ー
が
バ
ー
ブ
教
徒
と

の
か
か
わ
り
か
ら
遠
の
き
、
む
し
ろ
、
唯
物
論
的
傾
向
を
見
せ
る
よ
う
に
な
っ
た

と
す
る
見
解
も
あ
る
。²¹

　

こ
う
し
た
見
解
に
よ
れ
ば
、「
バ
ー
ブ
教
（
ア
ザ
リ
ー
派
）」
は
、
ケ
ル
マ
ー
ニ
ー

が
、
一
二
イ
マ
ー
ム
・
シ
ー
ア
派
と
い
う
宗
教
的
桎
梏
か
ら
抜
け
出
す
た
め
の
、

宗
教
的
意
匠
と
し
て
の
機
能
を
持
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
北
方
の
コ
ー
カ
サ
ス

に
い
て
生
涯
を
ロ
シ
ア
帝
国
領
内
の
東
洋
語
通
訳
官
と
い
う
一
官
吏
と
し
て
全
う

し
た
ア
ー
ホ
ン
ド
ザ
ー
デ
は
、
超
越
神
へ
の
信
仰
の
無
効
性
の
立
証
を
目
指
し
て

神
秘
哲
学
を
援
用
す
る
理
論
を
練
る
、
少
な
く
と
も
、
表
面
的
に
は
「
余
裕
」
を
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持
ち
得
た
に
対
し
て
、
国
を
追
わ
れ
漂
白
の
身
な
が
ら
に
、
現
実
の
イ
ラ
ン
の
根

本
的
変
革
を
企
図
し
た
ケ
ル
マ
ー
ニ
ー
に
は
、「
バ
ー
ブ
教
」
と
い
う
経
路
の
み
が
、

現
実
の
宗
教
的
抑
圧
体
制
を
克
服
す
る
た
め
に
残
さ
れ
た
道
で
あ
っ
た
か
も
し
れ

な
い
。「
バ
ー
ブ
教
」
が
、
イ
ラ
ン
に
お
け
る
近
代
的
知
性
の
形
成
に
何
ら
か
の

働
き
を
も
っ
た
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
、
ケ
ル
マ
ー
ニ
ー
の
主
著
『
三
通
の
手

紙
』
の
内
容
と
、
こ
れ
を
取
り
巻
く
文
化
環
境
を
概
観
す
る
限
り
、
そ
の
働
き
に

は
、
宗
教
的
な
レ
ト
リ
ッ
ク 
²²
、
あ
る
い
は
、
宗
教
的
な
意
匠
と
し
て
の
側
面
が

強
か
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
宗
派
の
坩
堝
で
あ
っ
た
ケ
ル
マ
ー
ン
と
い
う

故
郷
か
ら
も
、
一
二
イ
マ
ー
ム
・
シ
ー
ア
派
と
い
う
「
国
家
宗
教
」
か
ら
も
、
さ

ら
に
、当
の「
ア
ザ
リ
ー
派
バ
ー
ブ
教
徒
」か
ら
も
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ

た
「
異
端
者
」
ケ
ル
マ
ー
ニ
ー
こ
そ
は
、
自
ら
の
批
判
精
神
が
故
に
生
み
出
さ
れ

た
「
思
想
的
混
沌
」
を
以
っ
て
、
む
し
ろ
、
イ
ラ
ン
に
お
け
る
近
代
的
知
性
の
萌

芽
の
誕
生
を
告
げ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
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シ
ョ
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写
本 (Brow

ne L 5(9)) 

の
写
し
と
、
バ
フ
ラ
ー
ム
・
チ
ュ
ー
ビ
ー

ネ
の
校
訂
本
を
比
較
し
な
が
ら
使
用
す
る
。
チ
ュ
ー
ビ
ー
ネ
校
訂
は
明
ら
か
な
読

み
違
い
や
誤
植
が
多
い
が
、
写
本
を
読
む
上
で
助
け
と
な
る
。『
三
通
の
手
紙
』
の

引
用
は
特
に
断
り
の
な
い
限
り
、
写
本
のfolio

番
号
で
あ
る
。

17　
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18　

M
aogl Bayat, M

irza A
qa Khan Kerm

ani: A
 N
ineteenth Century 

Persian N
ationalist, 71. 

バ
ハ
ー
イ
ー
教
に
対
す
る
批
判
的
研
究
を
著
し
て

い
る
キ
ャ
ス
ラ
ヴ
ィ
ー
で
さ
え
、
彼
が
シ
ー
ア
派
に
関
す
る
根
源
的
な
批
判
を
展

開
し
、
唯
物
論
者
、
バ
ハ
ー
イ
ー
教
徒
と
と
も
に
、
イ
ラ
ン
の
一
二
イ
マ
ー
ム
派

側
か
ら
批
判
さ
れ
た
と
い
う
点
で
、
バ
ハ
ー
イ
ー
側
か
ら
は
好
意
的
に
受
け
止
め

ら
れ
て
い
る
。 Tavakolī-Tarāghī, M

oḥannm
ad,Bahā‘ ī-setīzī va Islām

-
gera’ī, Iran-nam

eh, Vol.XIX, N
os.1-2. W

inter &
 Spring 2001, 91, 

98.

19　

“A
ZA
LI BA

BISM
”, 181.

20　

Kasravī, Bahā’īgarī, 87-88.

21　

Chūbīne, op.cit. 37-38.

22　

M
angol Bayat, M

ysticism
 and D

issent, 

は
、
一
九
世
紀
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス

ト
の
言
説
を
、
伝
統
的
シ
ー
ア
派
内
部
の
レ
ト
リ
ッ
ク
の
延
長
線
上
に
捉
え
て
い

る
。xiii-xv.
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一
．
は
じ
め
に

　

ペ
ル
シ
ア
文
学
史
上
「
ガ
ザ
ル
（
抒
情
詩
）
の
最
高
峰
」
と
評
さ
れ
る
ハ
ー

フ
ェ
ズ
（Ḥ

āfeż Shirāzi; Sham
s al-D

in M
oḥam

m
ad ibn M

oḥam
m

ad, 

一
三
二
六
？
〜

一
三
九
〇
頃
）
は
、
ペ
ル
シ
ア
の
地
に
イ
ス
ラ
ー
ム
が
も
た
ら
さ
れ
て
か
ら
七
百

年
弱
が
経
過
し
、
モ
ン
ゴ
ル
支
配
者
た
ち
も
ペ
ル
シ
ア
・
イ
ス
ラ
ー
ム
化
し
、
人
々

の
間
に
は
広
く
イ
ス
ラ
ー
ム
ス
ン
ニ
ー
派
が
浸
透
し
て
い
た
時
代 

¹
の
詩
人
で
あ

る
。「
ハ
ー
フ
ェ
ズ
」と
は
、「
コ
ー
ラ
ン
の
暗
記
者
」で
あ
る
と
同
時
に「
美
声
で
コ
ー

ラ
ン
を
朗
誦
す
る
者
」
と
い
う
意
味
も
も
つ
こ
と
よ
り
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
自
身
が
敬

虔
な
ム
ス
リ
ム
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。

　

こ
れ
ま
で
お
こ
な
っ
て
き
た
筆
者
の
ハ
ー
フ
ェ
ズ
研
究
に
お
い
て
は
、
主
と
し

て
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
社
会
批
判
の
精
神
に
言
及
し
て
き
た
。
ハ
ー
フ
ェ
ズ
が
描
き

出
す
詩
的
世
界
に
は
批
判
の
対
象
が
多
々
存
在
し
、
同
じ
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
で
あ

り
な
が
ら
非
難
の
対
象
と
な
る
人
々
│
例
え
ば
、
神
秘
主
義
修
行
者
（ṣufi, 

ス
ー

フ
ィ
ー
）、
導
師
（sheykh, 

シ
ェ
イ
フ
）、
法
官
（m

ofti, 

モ
フ
テ
ィ
ー
）、
説
教
師

（vā‘eż, 

ヴ
ァ
ー
エ
ズ
）
等
々
│
が
含
ま
れ
る
こ
と
も
指
摘
し
た
。²

　

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
う
え
で
今
回
こ
の
論
考
で
注
視
す
る
人
物
は
、
ハ
ー
フ
ェ

ズ
と
同
時
代
の
シ
ー
ラ
ー
ズ
の
為
政
者
で
あ
り
、
厳
格
な
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
、
モ

ザ
ッ
フ
ァ
ル
朝
の
ア
ミ
ー
ル
・
モ
バ
ー
レ
ゾ
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
モ
ハ
ン
マ
ド
（A

m
ir 

M
obārez al-D

in M
oḥam

m
ad M

ożaffar, 

一
三
〇
〇
〜
一
三
六
三
年
、
う
ち
在
位

一
三
一
三
〜
一
三
五
七
年
）
で
あ
る
。

　

彼
は
、
父
ア
ミ
ー
ル
・
モ
ザ
ッ
フ
ァ
ル
か
ら
エ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
近
郊
メ
イ
ボ
ド

の
支
配
を
受
け
継
ぎ
、
ヤ
ズ
ド
、
ケ
ル
マ
ー
ン
、
エ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
と
い
っ
た
主

要
都
市
の
統
治
権
を
次
々
と
手
中
に
治
め
、
シ
ー
ラ
ー
ズ
そ
し
て
フ
ァ
ー
ル
ス
州

全
土
へ
と
進
出
し
た
。
そ
の
結
果
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
知
己
で
あ
る
と
同
時
に
最
初

の
パ
ト
ロ
ン
で
あ
っ
た
シ
ャ
ー
・
シ
ェ
イ
フ
・
ア
ブ
ー
・
エ
ス
ハ
ー
グ
（Shāh 

Sheykh A
bu E

sḥāq, 

一
三
五
六
年
没
）
を
一
三
五
三
年
に
捕
ら
え
、
後
に
殺
す
こ

と
と
な
る
。
そ
し
て
、
一
三
五
三
年
か
ら
五
七
年
ま
で
は
、
こ
の
モ
バ
ー
レ
ゾ
ッ

デ
ィ
ー
ン
・
モ
ハ
ン
マ
ド
が
シ
ー
ラ
ー
ズ
の
都
を
支
配
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
王
の
支
配
下
で
、
我
ら
が
ハ
ー
フ
ェ
ズ
は
こ
の
王
に
仕
え
る
こ
と
な
く
、

故
郷
シ
ー
ラ
ー
ズ
を
離
れ
る
こ
と
も
せ
ず
、
息
を
ひ
そ
め
て
ひ
た
す
ら
に
過
ご
し

た
よ
う
で
あ
る
。
や
が
て
こ
の
王
の
実
子
シ
ャ
ー
・
シ
ョ
ジ
ャ
ー
（Shāh Shojā‘, 

在
位
一
三
五
七
〜
一
三
八
四
年
）
│
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
二
人
目
の
パ
ト
ロ
ン
│
が
父

親
を
捕
ら
え
る
こ
と
で
こ
の
王
の
シ
ー
ラ
ー
ズ
支
配
は
終
焉
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。

　

一
方
に
お
い
て
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
五
百
近
い
ガ
ザ
ル
と
そ
の
他
の
作
品
を
鑑
賞

し
て
み
る
と
、
こ
の
モ
バ
ー
レ
ゾ
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
モ
ハ
ン
マ
ド
と
い
う
王
の
在
位

期
間
に
ハ
ー
フ
ェ
ズ
が
う
た
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
作
品
に
は
、
前
後
の
時
代
と
は

確
実
に
異
な
っ
た
明
確
な
主
張
が
強
く
込
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
期
間
の
い
く
つ

ハ
ー
フ
ェ
ズ
と
イ
ス
ラ
ー
ム　
〜 

狂
信
的
イ
ス
ラ
ー
ム
へ
の
批
判 

〜

佐
々
木
あ
や
乃



105

̶̶̶̶　文化表象としての〈イスラーム〉　̶̶̶̶

か
の
作
品
に
は
、
友
を
奪
わ
れ
た
悲
哀
や
王
の
人
物
・
性
質
、
そ
し
て
当
時
の
体

制
に
対
す
る
怒
り
が
託
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
強
く
感
じ
ら
れ
て
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。

　

そ
こ
で
こ
の
論
考
で
は
、
短
期
間
で
あ
っ
た
と
は
い
え
厳
格
な
イ
ス
ラ
ー
ム
を

掲
げ
、ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
生
ま
れ
故
郷
シ
ー
ラ
ー
ズ
を
力
で
支
配
し
た
モ
バ
ー
レ
ゾ
ッ

デ
ィ
ー
ン
・
モ
ハ
ン
マ
ド
に
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
る
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
作
品
八
編

を
取
り
上
げ
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
こ
の
王
に
対
す
る
批
判
を
各
々
の
作
品
か
ら
読
み

と
り
、
そ
の
根
底
に
一
貫
し
て
流
れ
る
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
信
念
を
丁
寧
に
読
み
解
い

て
い
き
た
い
。

　

ま
ず
最
初
に
、
モ
ン
ゴ
ル
の
襲
撃
か
ら
モ
バ
ー
レ
ゾ
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
モ
ハ
ン
マ

ド
が
シ
ー
ラ
ー
ズ
周
辺
を
掌
握
す
る
ま
で
の
政
治
・
歴
史
的
状
況
を
概
観
し
つ
つ
、

当
時
の
シ
ー
ラ
ー
ズ
の
様
子
を
探
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
よ
う
。
そ
の
後
で
、
こ
の

王
の
生
い
立
ち
・
人
柄
等
を
歴
史
書
や
詩
に
基
づ
き
紹
介
し
つ
つ
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ

の
作
品
の
分
析
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

二
．
モ
バ
ー
レ
ゾ
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
モ
ハ
ン
マ
ド
登
場
ま
で
の
シ
ー
ラ
ー
ズ

　

イ
ラ
ン
に
「
や
っ
て
来
て
、む
し
り
取
り
、焼
き
尽
く
し
、殺
し
、略
奪
し
、去
っ

て
い
っ
た
」³
と
歴
史
書
に
残
る
モ
ン
ゴ
ル
の
襲
撃
後
、
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ー
ン
の

孫
で
あ
る
フ
ラ
グ
・
ハ
ー
ン
が
イ
ラ
ン
に
創
建
し
た
モ
ン
ゴ
ル
系
の
王
朝
が
、
イ

ル
・
ハ
ー
ン
朝
（
一
二
五
六
〜
一
三
三
六
年
以
降
）
で
あ
る
。
親
イ
ス
ラ
ー
ム
、

反
イ
ス
ラ
ー
ム
の
波
を
越
え
、
第
七
代
の
ガ
ザ
ン
・
ハ
ー
ン
（G

hāzān K
hān, 

在

位
一
二
九
五
〜
一
三
〇
四
年
）
は
、
モ
ン
ゴ
ル
の
伝
統
を
重
ん
じ
つ
つ
イ
ス
ラ
ー

ム
を
保
護
す
る
体
制
を
整
え
、
第
八
代
の
オ
ル
ジ
ャ
イ
ト
ゥ
（O

wljāytu, 

在
位

一
三
〇
四
〜
一
三
一
六
年
）
は
、
完
全
に
ペ
ル
シ
ア
化
・
イ
ス
ラ
ー
ム
化
し
、
ペ

ル
シ
ア
名
「
ホ
ダ
ー
バ
ン
デ K

hodābande

」
と
イ
ス
ラ
ー
ム
名
「
ソ
ル
タ
ー
ン
・

モ
ハ
ン
マ
ド Solṭān M

oḥam
m

ad

」
を
名
乗
る
に
至
る
。
こ
の
王
朝
最
後
の
君
主

ア
ブ
ー
・
サ
イ
ー
ド
（A

bu Sa‘id, 

在
位
一
三
一
六
〜
一
三
三
五
）
も
イ
ス
ラ
ー
ム

国
家
と
し
て
の
形
態
を
発
展
さ
せ
る
が
、
彼
の
死
後
、
地
方
政
権
が
各
地
に
分
立

し
て
い
く
。

　

ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
故
郷
シ
ー
ラ
ー
ズ
は
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
が
生
ま
れ
た
当
初
は
、
キ
ャ

ル
ド
ゥ
ジ
ー
ン
（K

ardujin, 

一
三
三
七
年
没
）
と
い
う
賢
明
か
つ
思
慮
深
く
公

正
で
、
優
れ
た
人
格
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
女
性
の
支
配
者
に
よ
り
、
美
し
い
都
市

と
し
て
整
備
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。⁴
し
か
し
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
物
心
が
つ
く
ま
で

の
間
に
、
シ
ー
ラ
ー
ズ
の
支
配
者
は
め
ま
ぐ
る
し
く
交
替
し
て
い
く
。
そ
の
中
で
、

ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
良
き
理
解
者
・
最
初
の
保
護
者
と
な
っ
た
の
が
、
ア
ブ
ー
・
エ
ス

ハ
ー
グ
で
あ
る
。⁵
自
ら
詩
を
詠
む
ほ
ど
の
文
学
愛
好
家
で
も
あ
る
支
配
者
の
下
、

シ
ー
ラ
ー
ズ
は
歓
び
に
満
ち
あ
ふ
れ
た
、
開
放
的
な
自
由
都
市
と
な
っ
た
。⁶
そ

の
一
方
で
、
こ
の
王
は
自
由
奔
放
で
享
楽
に
耽
溺
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
ド
ウ
ラ
ト
シ
ャ
ー
（D

owlatshāh Sam
arqandi, 

一
五
世
紀
）
は
そ
の
『
詩
人

伝
（Taẕkeratosh-Sho‘arā’

）』
に
は
、
彼
の
性
質
を
表
す
有
名
な
逸
話
が
残
っ
て

い
る
。
こ
こ
に
訳
出
し
て
み
よ
う
。

　

モ
ハ
ン
マ
ド
・
モ
ザ
ッ
フ
ァ
ル
（
訳
者
註
：
モ
バ
ー
レ
ゾ
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
モ
ハ
ン

マ
ド
の
こ
と
）
が
、
シ
ャ
ー
・
ア
ブ
ー
・
エ
ス
ハ
ー
グ
を
攻
撃
す
る
た
め
に
ヤ

ズ
ド
か
ら
シ
ー
ラ
ー
ズ
に
軍
を
率
い
た
時
、
ア
ブ
ー
・
エ
ス
ハ
ー
グ
は
享
楽
に

浸
っ
て
い
る
最
中
だ
っ
た
。
高
官
や
大
臣
た
ち
は
、「
今
や
敵
が
押
し
寄
せ
て
き
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た
も
の
の
、
知
ら
ぬ
ふ
り
を
す
る
し
か
な
か
ろ
う
。
王
は
『
こ
の
よ
う
な
無
粋

な
こ
と
を
私
の
宴
で
口
に
す
る
者
は
処
刑
し
て
く
れ
る
わ
』
と
仰
っ
た
く
ら
い

だ
か
ら
」
と
言
い
合
い
、
誰
も
敵
の
襲
来
を
王
に
伝
え
な
か
っ
た
。
つ
い
に
モ

ハ
ン
マ
ド
・
モ
ザ
ッ
フ
ァ
ル
が
シ
ー
ラ
ー
ズ
の
門
に
到
着
し
た
が
、
誰
も
王
に

そ
れ
を
伝
え
ず
に
い
た
。
ア
ミ
ー
ノ
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ジ
ャ
フ
ロ
ミ
ー
と
い
う
王

の
近
侍
・
側
近 
⁷
が
、
あ
る
日
王
に
こ
う
言
っ
た
。「
王
様
、
屋
上
で
春
の
様

子
と
花
園
に
花
咲
き
乱
れ
る
さ
ま
を
ご
覧
に
な
り
ま
せ
ぬ
か
。
世
は
至
高
な
る

天
国
も
う
ら
や
む
ほ
ど
、
大
地
は
シ
ナ
の
画
家
た
ち
も
う
ら
や
む
ほ
ど
の
美
し

さ
に
ご
ざ
り
ま
す
る
。」
こ
の
口
実
で
王
を
屋
上
へ
連
れ
て
い
っ
た
。
王
が
目
に

し
た
の
は
、市
街
に
海
の
如
く
波
打
つ
大
軍
の
姿
で
あ
っ
た
。「
な
ん
で
あ
る
か
」

と
尋
ね
る
王
に
、
大
臣
は
「
モ
ハ
ン
マ
ド
・
モ
ザ
ッ
フ
ァ
ル
の
軍
に
ご
ざ
り
ま

す
る
。」
と
答
え
る
と
、
王
は
微
笑
み
を
浮
か
べ
、「
モ
ハ
ン
マ
ド・モ
ザ
ッ
フ
ァ

ル
と
は
愚
か
な
男
よ
！
こ
の
よ
う
な
新
春
の
歓
び
か
ら
自
ら
も
我
々
を
も
遠
ざ

け
る
と
は
な
ん
た
る
こ
と
か
！
」
そ
し
て
『
王
書
』⁸
か
ら
の
一
ベ
イ
ト
を
詠
み
、

屋
上
か
ら
降
り
た
と
い
う
。

　

さ
あ
来
た
れ
、
今
夜
一
夜
を
楽
し
も
う

　

明
日
が
来
た
ら
明
日
の
こ
と
を
し
よ
う

　

当
然
の
ご
と
く
王
の
こ
の
怠
慢
は
賞
賛
さ
れ
ず
、
間
も
な
く
王
国
は
彼
か

ら
敵
の
手
に
渡
り
、
彼
は
モ
ザ
ッ
フ
ァ
ル
家
の
王
た
ち
の
手
に
か
か
っ
て
亡
く

な
っ
た
。
七
五
七
（
訳
註
：
西
暦
一
三
五
六
）
年
の
こ
と
で
あ
る
。⁹

　

こ
の
享
楽
的
な
王
と
青
春
を
共
に
謳
歌
し
て
き
た
ハ
ー
フ
ェ
ズ
に
と
っ
て
、
彼

の
死
は
我
々
が
想
像
し
え
な
い
ほ
ど
の
大
き
な
精
神
的
打
撃
と
悲
哀
を
も
た
ら
し

た
に
相
違
な
い
。
次
に
挙
げ
た
詩
句
は
、
ま
さ
に
こ
の
時
期
に
ハ
ー
フ
ェ
ズ
が
詠

ん
だ
ガ
ザ
ル
の
一
部
で
あ
る
。¹⁰

　
　
　

yād bād ānke sar-e kū-ye to’am
 m

anzel būd

　
　
　
　
　

dīde rā rowshanī az khāk-e darat ḥāṣel būd

　
　
　

 rāst chon sūsan o gol az asar-e ṣoḥbat-e pāk

　
　
　
　
　

dar zabān būd m
arā har che torā dar del būd...

　
　
　

rāstī khātam
-e fīrūze-ye bū esḥāqī

　
　
　
　
　

khosh derakhshīd valī dowlat m
osta‘jel būd

　
　

そ
な
た
の
小
径
が
わ
が
住
ま
い
で
あ
り

　
　
　

そ
な
た
の
戸
口
の
土
で
目
の
輝
き
を
得
た
頃
を
想
い
起
こ
せ
よ

　
　

ま
さ
に
百
合
と
バ
ラ
の
よ
う
に
清
い
語
ら
い
に
よ
っ
て

　
　
　

そ
な
た
が
思
っ
た
こ
と
を
私
が
口
に
し
た
・
・
・

　
　

ア
ブ
ー
・
エ
ス
ハ
ー
グ  

¹¹
の
ト
ル
コ
石
の
指
輪
は

　
　
　

美
し
く
輝
き
は
し
た
が
、
そ
れ
は
一
時
の
繁
栄
に
す
ぎ
な
か
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(

ガ
ザ
ル
二
〇
三
よ
り)  

¹²

若
き
王
と
そ
の
よ
き
仲
間
で
あ
っ
た
詩
人
と
の
交
流
の
様
子
が
偲
ば
れ
る
詩
句
で

あ
る
。
同
じ
よ
う
な
考
え
方
の
者
ど
う
し
、
ま
た
似
た
語
感
を
も
つ
者
ど
う
し
が
、

身
分
を
越
え
て
親
し
く
言
葉
を
交
わ
し
、
切
磋
琢
磨
し
な
が
ら
詩
作
に
興
じ
た
の

で
あ
ろ
う
。
王
を
ト
ル
コ
石
に
準
え
る
こ
と
で
、ま
た
と
な
い
貴
重
な
人
物
で
あ
っ

た
こ
と
を
伝
え
つ
つ
、
運
命
の
儚
さ
・
人
生
の
浮
沈
を
嘆
い
た
ガ
ザ
ル
で
あ
る
。

　

モ
バ
ー
レ
ゾ
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
モ
ハ
ン
マ
ド
が
ア
ブ
ー
・
エ
ス
ハ
ー
グ
を
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一
三
五
八
年
に
殺
害
し
た
理
由
は
、
八
度
に
わ
た
っ
て
ア
ブ
ー
・
エ
ス
ハ
ー
グ
が

盟
約
を
破
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
に
基
づ
い
た
報
復
刑
で
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
。¹³
シ
ー
ラ
ー
ズ
の
新
し
い
支
配
者
は
戒
律
遵
守
と
い
う
厳
し
い
姿
勢

で
事
に
対
処
す
る
こ
と
を
民
衆
に
知
ら
し
め
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
ア
ブ
ー
・

エ
ス
ハ
ー
グ
の
死
は
ハ
ー
フ
ェ
ズ
を
は
じ
め
と
す
る
シ
ー
ラ
ー
ズ
の
人
々
に
と
っ

て
も
非
常
に
大
き
な
出
来
事
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。

　

で
は
、
こ
の
モ
バ
ー
レ
ゾ
ッ
デ
ィ
ー
ン
は
、
シ
ー
ラ
ー
ズ
を
そ
の
手
中
に
収
め

て
か
ら
、
シ
ー
ラ
ー
ズ
の
支
配
者
と
し
て
具
体
的
に
何
を
ど
の
よ
う
に
変
え
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
次
の
章
で
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
詩
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
町
や
人
々
の

生
活
の
変
貌
ぶ
り
を
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

三
．
モ
バ
ー
レ
ゾ
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
モ
ハ
ン
マ
ド
と
ハ
ー
フ
ェ
ズ

　

モ
バ
ー
レ
ゾ
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
モ
ハ
ン
マ
ド
は
、
四
〇
年
と
い
う
歳
月
を
か
け
て

ヤ
ズ
ド
、
ケ
ル
マ
ー
ン
、
ペ
ル
シ
ア
・
イ
ラ
ク
（
現
在
の
エ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
周
辺
）、

フ
ァ
ー
ル
ス
の
支
配
権
を
得
、モ
ザ
ッ
フ
ァ
ル
朝
の
基
盤
を
築
き
上
げ
た
。
そ
し
て
、

こ
れ
ら
全
て
の
町
を
制
圧
し
た
時
に
は
既
に
六
五
歳
と
な
っ
て
い
た
。
元
来
敬
虔

か
つ
多
少
狂
信
的
な
ム
ス
リ
ム
で
あ
っ
た
こ
の
王
は
、
一
三
五
一
年
に
突
然
、
自

ら
が
犯
し
た
数
多
の
罪
の
赦
し
を
乞
い
、
コ
ー
ラ
ン
の
朗
読
や
神
へ
の
礼
拝
と
服

従
に
勤
行
す
る
よ
う
に
な
る
。「
善
行
へ
の
奨
励
と
悪
行
の
禁
止( am

r be m
a‘ruf o 

nahi az m
onker)

」
を
実
践
す
る
こ
と
に
た
い
へ
ん
熱
心
で
あ
っ
た
た
め
、
都
シ
ー

ラ
ー
ズ
の
様
相
も
変
貌
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
隠
者・法
学
者・イ
ス
ラ
ー

ム
法
に
精
通
し
た
敬
虔
な
信
者
ら
へ
の
保
護
は
非
常
に
手
篤
く
な
っ
た
。
そ
し
て

そ
れ
に
よ
り
、
シ
ー
ラ
ー
ズ
の
人
々
に
は
、
コ
ー
ラ
ン
解
釈
や
説
教
を
聞
く
こ
と

が
義
務
づ
け
ら
れ
、飲
酒
行
為
は
当
然
堅
く
禁
じ
ら
れ
た
。
酒
樽
や
酒
壺
は
壊
さ
れ
、

酒
場
は
閉
鎖
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
一
方
で
、シ
ェ
イ
フ（
導
師・長
老
）や
ヴ
ァ
ー

エ
ズ
（
説
教
師
）
等
の
宗
教
的
権
威
者
は
、
王
の
保
護
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て

公
然
と
大
衆
の
生
活
や
思
想
に
圧
力
を
か
け
、シ
ー
ラ
ー
ズ
の
粋
人
の
自
由
を
奪
っ

て
い
っ
た
。
が
、
彼
ら
は
裏
表
の
顔
を
使
い
分
け
る
よ
う
に
な
り
、
人
々
へ
の
教

え
と
自
分
た
ち
の
行
状
と
に
大
き
な
矛
盾
・
齟
齬
を
抱
え
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、

モ
フ
タ
セ
ブ
（m

o ḥtaseb

）
と
よ
ば
れ
る
都
市
内
の
治
安
に
関
わ
る
政
府
の
役
人

は
民
家
へ
の
立
入
り
検
査
を
お
こ
な
い
、
酒
が
密
造
さ
れ
て
い
な
い
か
、
イ
ス
ラ
ー

ム
の
教
義
に
反
す
る
こ
と
が
室
内
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
か
と
監
視
す
る
よ
う

に
な
る
。
モ
フ
テ
ィ
ー
と
よ
ば
れ
る
法
学
者
は
、
裁
判
に
お
い
て
一
般
の
信
徒
か

ら
の
質
問
に
答
え
る
役
目
を
担
う
の
だ
が
、
そ
の
答
え
と
は
裏
腹
の
行
動
が
陰
で

ま
ま
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
神
秘
主
義
修
行
者
は
、
す
で
に
十
三
世
紀
頃

に
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
時
代
初
期
か
ら
の
奇
蹟
譚
等
の
伝
統
の
蓄
積
に
よ
っ
て
、
隠

遁
者
の
風
貌
さ
え
有
し
て
い
れ
ば
高
徳
者
と
み
な
さ
れ
る
と
考
え
、
弊
衣
（
羊
毛

や
粗
布
で
で
き
た
つ
ぎ
は
ぎ
の
ぼ
ろ
の
衣
服
）
を
身
に
纏
う
こ
と
で
社
会
的
身
分

を
確
立
し
、
大
衆
を
欺
く
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
て
、
無
秩
序
、
か
つ
自
由
と
は

無
縁
の
社
会
が
構
築
さ
れ
て
い
っ
た
。
つ
ま
り
、
大
衆
に
説
教
を
し
敬
虔
を
装
う

人
々
が
、
実
際
に
自
分
の
私
室
で
は
教
義
と
は
相
容
れ
な
い
お
こ
な
い
を
し
て
い

た
の
が
、
ま
さ
に
こ
の
モ
バ
ー
レ
ゾ
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
モ
ハ
ン
マ
ド
の
時
代
な
の
で

あ
る
。
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
時
代
の
歴
史
研
究
で
名
高
い
ガ
ー
セ
ム
・
ガ
ニ
ー
（Q

āsem
 

G
hani

）
氏
は
、
そ
の
研
究
書
の
中
で
こ
の
時
代
を
「
酒
場
の
戸
が
閉
ざ
さ
れ
、
欺

瞞
と
偽
善
の
館
の
扉
が
開
か
れ
た
」¹⁴
と
表
現
し
て
い
る
。
モ
バ
ー
レ
ゾ
ッ
デ
ィ
ー

ン
・
モ
ハ
ン
マ
ド
は
「
善
行
へ
の
奨
励
と
悪
行
の
禁
止
」
を
非
常
に
誇
張
し
た
た
め
、
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シ
ー
ラ
ー
ズ
の
粋
人
を
は
じ
め
自
由
を
こ
よ
な
く
愛
す
る
人
々
は
、こ
の
王
を
「
ソ

ル
タ
ン
・
モ
フ
タ
セ
ブ
（Solṭān m

oḥtaseb

）」
と
呼
ん
で
い
た
と
い
う
。
モ
フ
タ

セ
ブ
は
、
既
述
の
と
お
り
市
場
の
風
紀
の
維
持
に
も
努
め
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
遵

守
も
監
督
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
た
め
、
人
々
の
生
活
全
般
、
例
え
ば
宗
教
義
務
、

禁
忌
、
商
業
活
動
、
風
紀
等
を
も
厳
し
く
取
り
締
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。¹⁵

　

モ
バ
ー
レ
ゾ
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
モ
ハ
ン
マ
ド
の
息
子
で
、
や
が
て
は
父
の
後
を
継

ぐ
こ
と
に
な
る
シ
ャ
ー
・
シ
ョ
ジ
ャ
ー
が
、
父
に
つ
い
て
皮
肉
と
抗
議
の
意
味
を

込
め
て
「
モ
フ
タ
セ
ブ
」
と
称
し
、
次
の
よ
う
な
ゲ
ト
エ
（
断
片
詩
）
を
残
し
て

い
る
。

　
　
　

dar m
ajles-e dahr sāz-e m

astī past ast

　
　
　
　
　

na chang be qānūn o na daf bar dast ast

　
　
　

rendān ham
e tark-e m

ey-parastī kardand

　
　
　
　
　

joz m
oḥtaseb-e shahr ke bī m

ey m
ast ast

　
　

こ
の
世
と
い
う
時
代
の
宴
で
は
陶
酔
の
楽
器
は
卑
し
き
も
の

　
　
　

ガ
ー
ヌ
ー
ン¹⁶
を
奏
で
ず
ダ
フ 

¹⁷
も
持
た
ず

　
　

レ
ン
ド
た
ち
は
皆
、
酒
を
愛
で
る
こ
と
を
や
め
た

　
　
　

酒
な
し
で
も
酔
っ
て
い
る
町
の
モ
フ
タ
セ
ブ
を
除
い
て
は 

¹⁸

　

モ
バ
ー
レ
ゾ
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
モ
ハ
ン
マ
ド
は
激
し
い
気
性
の
持
ち
主
で
、
粗
暴

な
人
で
も
あ
っ
た
ら
し
く
、
た
い
て
い
の
場
合
自
ら
の
手
で
刑
を
執
行
し
た
と
記

録
に
あ
る
。
ガ
ニ
ー
氏
の
研
究
書
に
も
、
と
あ
る
歴
史
書
か
ら
の
引
用
と
し
て
以

下
の
よ
う
な
記
述
が
み
ら
れ
る
。

コ
ー
ラ
ン
を
朗
読
す
る
合
間
に
、
泣
き
叫
ぶ
者
た
ち
を
数
名
連
れ
て
こ
さ
せ
、

自
ら
の
手
で
殺
し
、
手
を
洗
い
、
再
び
コ
ー
ラ
ン
の
朗
読
に
い
そ
し
む
と
い
う

こ
と
は
し
ば
し
ば
あ
っ
た
。¹⁹

　

ま
た
、
息
子
シ
ャ
ー
・
シ
ョ
ジ
ャ
ー
が
、
父
に
「
今
ま
で
に
何
人
の
人
を
自
ら

の
手
で
殺
し
た
の
か
」と
尋
ね
た
逸
話
は
有
名
で
あ
る
。
父
は
し
ば
し
考
え
て
か
ら
、

「
八
百
人
」と
答
え
た
と
い
う
。²⁰
こ
う
し
た
人
柄
も
相
俟
っ
て
、息
子
に
す
ら
も「
モ

フ
タ
セ
ブ
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

で
は
、
我
ら
が
ハ
ー
フ
ェ
ズ
は
、
当
時
を
、
そ
し
て
こ
の
王
を
ど
の
よ
う
に
自

ら
の
詩
的
世
界
に
描
き
出
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
最
初
の
作
品
を
み
て
み
よ
う
。²¹

（
一
）

　
　
　

dānī ke chang o ‘ūd che taqrīr m
ī-konand

　
　
　
　
　

penhān khorīd bāde ke takfīr m
ī-konand

　
　
　

gūyand ram
z-e ‘eshq m

agūyīd o m
ashnavīd

　
　
　
　
　

m
oshkel ḥekāyatīst ke taqrīr m

ī-konand

　
　
　

nām
ūs-e ‘eshq o row

naq-e ‘oshshāq m
ī-barand

　
　
　
　
　

m
an‘-e javān o sarzanesh-e pīr m

ī-konand

　
　
　

m
ā az borūn-e dar shode m

aghrūr ṣad farīb

　
　
　
　
　

tā khod darūn-e parde che tadbīr m
ī-konand

　
　
　

tashvīsh-e vaqt-e pīr-e m
oghān m

ī-dehand bāz
　
　
　
　
　

īn sālekān negar ke che bā pīr m
ī-konand

　
　
　

ṣad āb-e rū be nīm
 nażar m

ī-tavān kharīd

　
　
　
　
　

khūbān darīn m
o‘ām

ele taqṣīr m
ī-konand

　
　
　

qow
m

ī be jedd o jahd nehādand vaṣl-e dūst
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qow
m

ī degar ḥavāle be taqdīr m
ī-konand

　
　
　

feljom
le e‘tem

ād m
akon bar sobāt-e dahr

　
　
　
　
　

kīn kārkhāneīst ke taghīr m
ī-konand

　
　
　

m
ey deh ke sheykh o Ḥ

āfeż o m
oftiyo m

oḥtaseb

　
　
　
　
　

chon nīk bengarī ham
e tazvīr m

ī-konand

　
　

竪
琴
と
ウ
ー
ド
が
何
を
語
り
合
う
か
そ
な
た
に
は
わ
か
っ
て
お
ろ
う

　
　
　

隠
れ
て
酒
を
飲
め
、
破
門
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら

　
　
「
恋
の
秘
密
を
語
る
な
、
聞
く
な
」
と
言
わ
れ
て
も

　
　
　

そ
れ
は
む
つ
か
し
い
話
と
い
う
も
の

　
　

愛
の
栄
誉
も
恋
人
た
ち
の
輝
き
も
奪
わ
れ

　
　
　

若
者
は
阻
止
さ
れ
、
老
人
は
非
難
さ
れ
る

　
　

我
ら
は
戸
の
外
で
幾
度
も
欺
か
れ
た

　
　
　

い
っ
た
い
帳
の
中
で
は
何
が
企
ま
れ
て
い
る
の
か

　
　

旅
人
た
ち
は
ま
た
も
や
酒
場
の
師
を
悩
ま
す

　
　
　

見
よ
、
彼
ら
が
老
師
に
何
を
し
て
い
る
か

　
　

数
多
の
名
誉
を
も
半
分
の
眼
差
し
で
買
え
る
の
に

　
　
　

美
女
た
ち
は
こ
の
取
引
を
怠
っ
て
い
る

　
　

努
力
し
て
恋
人
と
結
ば
れ
る
者
た
ち
も
い
れ
ば

　
　
　

そ
れ
を
神
の
意
に
委
ね
る
人
た
ち
も
い
る

　
　

要
す
る
に
、
世
の
不
変
を
信
頼
す
る
で
な
い

　
　
　

こ
の
世
は
移
り
変
わ
り
ゆ
く
も
の

　
　

酒
を
飲
め
、
長
老
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
、
法
官
、
警
吏
も

　
　
　

よ
く
見
れ
ば
皆
偽
善
を
行
っ
て
い
る　
（
ガ
ザ
ル
一
九
五
）

【
解
説
】

宴
に
欠
か
せ
な
い
楽
器
た
ち
が
「
今
の
ご
時
世
、
飲
む
な
ら
隠
れ
て
飲
ま
ね
ば
」
と
奏

で
る
と
こ
ろ
か
ら
こ
の
ガ
ザ
ル
は
始
ま
る
。
酒
と
と
も
に
心
酔
わ
せ
る
調
べ
を
奏
で
る

は
ず
の
楽
器
が
詩
人
に
あ
る
い
は
読
者
に
忠
告
を
す
る
と
い
う
図
式
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
音
色
自
体
が
罪
│
す
な
わ
ち
、
楽
曲
が
漏
れ
聞
こ
え
る
場
所
は
宴
で
あ
り
、
酒

が
ふ
る
ま
わ
れ
る
場
所
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
告
げ
て
い
る
こ
と
│
に
な
る
。
人
は
寄
り

集
ま
る
と
恋
の
話
に
夢
中
に
な
る
も
の
。
し
か
し
、
恋
す
る
こ
と
す
ら
許
さ
れ
な
い
時

代
で
あ
る
。
愛
は
尊
く
、
人
間
誰
も
が
自
ら
の
愛
の
対
象
を
求
め
て
当
然
で
あ
ろ
う
に
、

恋
を
す
る
若
者
は
咎
め
立
て
さ
れ
、大
人
は
「
監
督
不
行
届
」
と
非
難
さ
れ
る
ご
時
世
だ
。

我
々
は
、
神
秘
の
帳
の
内
側
を
知
る
こ
と
も
な
く
、
人
を
惑
わ
す
よ
う
な
言
葉
に
熱
中

す
る
こ
と
で
満
足
し
て
き
た
。
経
験
浅
い
神
秘
主
義
修
行
者
（
旅
人
）
た
ち
は
、
シ
ェ

イ
フ
・
サ
ン
ア
ー
ン
の
よ
う
な
老
師 

²²
の
心
的
境
地
が
理
解
で
き
ず
に
あ
れ
こ
れ
議
論

を
も
ち
か
け
て
い
る
。
我
が
尊
敬
す
る
「
酒
場
の
師
」
の
大
切
な
時
を
、
愛
し
い
神
に

思
い
を
馳
せ
る
こ
の
時
を
、
彼
ら
は
台
無
し
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
！
こ

の
厳
し
い
体
制
下
で
は
、
美
女
た
ち
は
流
し
目
す
ら
送
る
こ
と
を
し
な
い
。
な
ん
と
罪

深
い
こ
と
か
！
自
分
の
意
志
で
愛
に
到
達
す
る
者
も
い
れ
ば
、
そ
れ
を
運
命
や
神
意
に

委
ね
る
者
も
い
る
。
し
か
し
、
世
の
中
は
い
つ
ま
で
も
変
わ
ら
な
い
と
い
う
わ
け
で
は

な
い
。
望
み
を
捨
て
て
は
な
ら
ぬ
。
さ
あ
、酒
を
も
て
。
長
老
も
法
官
も「
モ
フ
タ
セ
ブ
」

も
、
外
見
に
と
ら
わ
れ
ず
に
彼
ら
の
内
面
に
注
目
し
て
み
よ
。
そ
の
実
、
私
も
彼
ら
に

同
情
す
る
し
、
こ
れ
ほ
ど
悲
惨
な
社
会
状
況
下
で
は
、
誰
し
も
多
少
は
正
道
か
ら
外
れ

て
も
い
た
し
か
た
あ
る
ま
い
と
思
う
の
だ
。

ハ
ー
フ
ェ
ズ
は
、
当
時
の
厳
格
か
つ
息
詰
ま
る
よ
う
な
社
会
的
状
況
を
描
写
し
な

が
ら
、
自
由
が
奪
わ
れ
、
愛
を
解
さ
な
い
世
と
な
っ
た
こ
と
を
嘆
き
、
不
満
を
述

べ
て
い
る
。
こ
の
ガ
ザ
ル
に
見
ら
れ
る
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
特
徴
的
な
手
法
と
し
て
注

目
に
価
す
る
の
が
、
最
後
の
ベ
イ
ト
の
批
判
の
対
象
に
自
ら
の
名
を
も
連
ね
て
い
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る
点
で
あ
る
。「
人
間
に
と
っ
て
は
た
だ
ひ
た
す
ら
に
聖
人
君
主
然
と
し
て
生
き

る
こ
と
も
、
放
蕩
三
昧
の
生
活
を
送
り
続
け
て
常
に
非
難
の
対
象
で
あ
り
続
け
る

こ
と
も
困
難
で
あ
る
」
と
い
う
「
二
極
の
境
界
線
上
に
位
置
す
る
人
間
」²³
の
│

ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
い
か
に
も
人
間
を
深
く
解
し
た
粋
人
ら
し
い
│
主
張
が
こ
こ
に
う

か
が
わ
れ
る
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
詩
に
登
場
す
る
「
モ
フ
タ
セ
ブ
」
は
、

額
面
通
り
「
警
吏
」
と
と
ら
え
て
も
な
ん
ら
矛
盾
は
生
じ
な
い
が
、
イ
ラ
ン
人
研

究
者
た
ち
の
中
に
は
、
厳
格
な
イ
ス
ラ
ー
ム
を
強
要
し
た
史
実
や
息
子
シ
ャ
ー
・

シ
ョ
ジ
ャ
ー
の
父
王
を
批
判
し
た
詩
句
等
を
も
考
慮
し
、
モ
バ
ー
レ
ゾ
ッ
デ
ィ
ー

ン
・
モ
ハ
ン
マ
ド
を
さ
し
て
い
る
と
判
断
を
下
す
者
が
少
な
く
な
い
。²⁴

　

次
の
作
品
も
、
第
四
ベ
イ
ト 

²⁵
の
「
節
制
の
季
節
、
禁
欲
の
日
々
」
と
い
う
表

現
が
示
す
よ
う
に
、
モ
バ
ー
レ
ゾ
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
モ
ハ
ン
マ
ド
治
世
下
に
う
た
わ

れ
た
作
品
で
あ
る
。

（
二
）

　
　
　

agar che bāde faraḥ-bakhsh o bād-e golbīzast

　
　
　
　
　

be bāng-e chang m
akhor m

ey ke m
oḥtaseb tīz ast

　
　
　

ṣorāḥiyo ḥarīfī garat be chang oftad

　
　
　
　
　

be ‘aql nūsh ke ayyām
 fetne-angīz ast

　
　
　

dar āstīn-e m
oraqqa‘ piyāle penhān kon

　
　
　
　
　

ke ham
cho chashm

-e ṣorāḥī zam
āne khūn-rīz ast

　
　
　

ze rang-e bāde beshū’īm
 kherqe-hā dar ashk

　
　
　
　
　

ke m
owsem

-e vara‘ o rūzgār-e parhīz ast

　
　
　

sepehr-e bar shode parvīzanīst khūn-afshān

　
　
　
　
　

ke rīzeash sar-e K
asrā o tāj-e Parvīz ast

　
　
　

m
ajūy ‘eysh-e khosh az dowr-e vāzhegūn-e sepehr

　
　
　
　
　

ke ṣāf-e īn sar-e khom
 jom

le dordi-ām
īz ast

　
　
　

‘A
rāq o Pārs gereftī be she‘r-e khosh Ḥ

āfeż

　
　
　
　
　

biyā ke nowbat-e Baghdād o vaqt-e Tabrīz ast

　
　

酒
が
歓
び
を
授
け
、
風
が
バ
ラ
を
散
ら
す
と
も

　
　
　

竪
琴
の
調
べ
で
酒
を
飲
む
で
な
い
、
警
吏
は
厳
し
い
の
だ
か
ら

　
　

そ
な
た
が
酒
壺
と
飲
み
仲
間
を
得
て
も

　
　
　

理
性
を
も
っ
て
飲
め
、
厄
介
な
今
日
こ
の
ご
ろ
だ
か
ら

　
　

弊
衣
の
袖
に
酒
杯
を
隠
せ

　
　
　

酒
壺
の
目
の
よ
う
に
血
を
流
す
世
だ

　
　

涙
で
弊
衣
に
つ
い
た
酒
の
色
を
洗
い
流
そ
う

　
　
　

今
は
節
制
の
季
節
、
禁
欲
の
日
々

　
　

高
い
天
は
血
を
撒
き
散
ら
す
篩
い

　
　
　

そ
の
粉
が
ホ
ス
ロ
ー
の
頭
、
パ
ル
ヴ
ィ
ー
ズ
の
王
冠
だ

　
　

逆
し
ま
な
天
の
巡
り
に
快
楽
を
求
め
る
で
な
い

　
　
　

酒
壺
の
清
い
上
澄
み
に
も
澱
が
混
じ
る

　
　
ハ
ー
フ
ェ
ズ
よ
、
そ
な
た
は
よ
き
詩
で
ペ
ル
シ
ア
・
イ
ラ
ク
と
フ
ァ
ー
ル
ス
を
征
し
た

　
　
　

さ
あ
、
今
度
は
バ
グ
ダ
ー
ド
の
番
、
タ
ブ
リ
ー
ズ
の
時
だ
（
ガ
ザ
ル
四
二
）

【
解
説
】

酒
が
人
の
憂
い
を
慰
め
る
と
わ
か
っ
て
い
よ
う
と
も
、
春
の
訪
れ
と
と
も
に
バ
ラ
が
咲

き
舞
い
散
る
よ
う
な
心
躍
る
季
節
で
あ
っ
て
も
、
今
は
厳
し
い
世
の
中
、
う
っ
か
り
楽

の
音
を
肴
に
酒
を
楽
し
ん
だ
り
す
れ
ば
、
モ
フ
タ
セ
ブ
に
捕
ら
え
ら
れ
か
ね
な
い
の
だ
。

酔
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
条
件
つ
き
で
酒
を
た
し
な
む
と
は
、
な
ん
と
息
苦
し
い

こ
と
か
！
そ
れ
で
も
飲
む
の
で
あ
れ
ば
、
似
非
神
秘
主
義
者
た
ち
が
弊
衣
を
纏
っ
て
外

見
で
人
心
を
欺
く
よ
う
に
、
弊
衣
を
着
て
そ
の
広
い
袖
に
酒
杯
を
隠
す
の
が
よ
い
。
も
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し
も
見
つ
か
っ
た
ら
、
即
刻
首
を
刎
ね
ら
れ
る
よ
う
な
世
の
中
な
の
だ
か
ら
。
清
貧
の

象
徴
と
も
い
う
べ
き
弊
衣
に
本
来
つ
く
は
ず
の
な
い
酒
が
し
み
に
な
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
、

皆
堂
々
と
酒
を
飲
む
よ
う
な
時
代
の
今
こ
そ
、
深
く
反
省
し
涙
を
流
し
、
そ
の
涙
で
酒

の
し
み
を
洗
い
流
そ
う
。
今
は
後
悔
と
改
悛
・
禁
欲
の
時
代
な
の
だ
か
ら
。
天
は
歴
史

に
残
る
偉
大
な
王
た
ち
を
も
無
情
に
も
殺
し
、
彼
ら
を
ふ
る
い
に
か
け
、
そ
の
血
を
ま

き
散
ら
す
か
の
よ
う
。
血
と
一
緒
に
落
ち
る
粉
も
偉
大
な
王
た
ち
の
頭
や
王
冠
の
一
部

な
の
だ
。
上
下
を
逆
さ
ま
に
置
か
れ
た
酒
樽
は
清
濁
混
じ
っ
て
し
ま
い
、
上
澄
み
だ
け

を
所
望
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
ま
る
で
今
の
こ
の
天
も
逆
さ
ま
に
な
っ
た
か
の
よ

う
に
我
が
意
に
反
す
る
こ
と
ば
か
り
の
世
の
中
で
は
、
人
間
も
清
濁
混
ざ
っ
て
し
ま
う

か
の
よ
う
に
思
わ
れ
、
喜
び
と
い
う
恩
恵
に
預
か
る
に
ふ
さ
わ
し
い
者
に
そ
の
幸
せ
は

訪
れ
な
い
も
の
だ
。
ハ
ー
フ
ェ
ズ
よ
、
お
前
の
詩
は
エ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
や
フ
ァ
ー
ル
ス

を
征
し
た
の
だ
か
ら
、
今
度
は
バ
グ
ダ
ー
ド
と
タ
ブ
リ
ー
ズ
の
番
だ
。

ガ
ニ
ー
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
一
三
五
六
〜
一
三
五
七
年
に
ハ
ー
フ
ェ
ズ

が
う
た
っ
た
作
品
で
あ
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
は
、
シ
ー
ラ
ー
ズ
の
王
シ
ャ
ー
・

シ
ェ
イ
フ
・
ア
ブ
ー
・
エ
ス
ハ
ー
グ
の
死
後
多
少
の
時
間
が
経
過
し
、
シ
ー
ラ
ー

ズ
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
変
化
・
変
革
が
な
さ
れ
、
流
血
・
反
乱
・
腐
敗
を
ハ
ー
フ
ェ

ズ
自
身
も
目
の
当
た
り
に
し
、
新
し
い
王
モ
バ
ー
レ
ゾ
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
モ
ハ
ン
マ

ド
が
ジ
ャ
ラ
ー
イ
ェ
ル
朝
ス
ル
タ
ン
・
オ
ヴ
ェ
イ
ス
の
お
膝
元
で
あ
っ
た
バ
グ
ダ
ー

ド
や
、
彼
に
属
し
て
い
た
タ
ブ
リ
ー
ズ
へ
の
征
服
を
考
え
始
め
た
時
期
と
重
な
る

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。²⁶
こ
の
よ
う
に
仮
定
す
れ
ば
、最
後
の
ベ
イ
ト
の
ハ
ー
フ
ェ

ズ
の
ハ
ー
フ
ェ
ズ
自
身
へ
の
呼
び
か
け
は
、
実
は
モ
バ
ー
レ
ゾ
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
モ

ハ
ン
マ
ド
へ
の
言
葉
を
暗
示
し
て
い
る
と
も
解
釈
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
、「
エ
ス
フ
ァ

ハ
ー
ン
と
フ
ァ
ー
ル
ス
を
手
中
に
収
め
た
の
だ
か
ら
、
今
度
は
バ
グ
ダ
ー
ド
や
タ

ブ
リ
ー
ズ
で
多
く
の
人
々
の
血
を
流
し
、
力
ず
く
で
征
す
る
番
だ
」
と
い
う
意
図

を
汲
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

三
番
目
の
作
品
は
、
い
わ
ゆ
る
「
暗
黒
時
代
」
が
始
ま
っ
て
多
少
の
時
間
が
経

過
し
た
頃
に
う
た
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
三
）

　
　
　

bāshad ey del ke dar-e m
eykade-hā  bogshāyand

　
　
　
　
　

gereh az kār-e forū-baste-ye m
ā bogshāyand

　
　
　

agar az bahr-e del-e zāhed-e khod-bīn bastand

　
　
　
　
　

del qavī dār ke az bahr-e khodā bogshāyand

　
　
　

be ṣafā-ye del-e rendān ke ṣabūḥī-zadegān

　
　
　
　
　

bas dar-e baste be m
oftāḥ-e do‘ā bogshāyand

　
　
　

nām
e-ye ta‘ziyat-e dokhtar-e raz benvīsīd　

　
　
　
　
　

tā ḥarīfān ham
e khūn az m

ozhe-hā bogshāyand

　
　
　

gīsu-ye chang beborrīd be m
arg-e m

ey-e nāb　

　
　
　
　
　

tā ham
e m

oghbachegān zolf-e do tā bogshāyand

　
　
　

dar-e m
eykhāne bebastand khodāyā m

apasand　

　
　
　
　
　

ke dar-e khāne-ye tazvīr o riyā bogshāyand

　
　
　

Ḥ
āfeż īn kherqe ke dārī to bebīnī fardā

　
　
　
　
　

ke che zonnār ze zīresh be jafā bogshāyand

　
　

酒
場
の
扉
が
開
か
れ
る
日
が
こ
よ
う
か

　
　
　

我
が
縺
れ
た
仕
事
の
結
び
目
が
解
か
れ
よ
う
か

　
　

自
惚
れ
た
隠
者
の
心
の
た
め
に
閉
ざ
さ
れ
た
な
ら

　
　
　

意
を
強
く
せ
よ
、
神
の
た
め
に
扉
は
開
か
れ
よ
う

　
　

朝
酒
を
飲
む
レ
ン
ド
た
ち
の
心
の
清
ら
か
さ
ゆ
え

　
　
　

祈
り
と
い
う
鍵
で
あ
ま
た
の
閉
ざ
さ
れ
た
扉
は
開
か
れ
よ
う
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葡
萄
の
樹
の
娘
を
悼
む
手
紙
を
し
た
た
め
よ　

　
　
　

酒
を
売
る
児
ら
は
み
な
縺
れ
た
巻
き
毛
を
解
こ
う

　
　

美
酒
の
死
を
悼
み
竪
琴
の
弦
を
切
れ

　
　
　

飲
み
仲
間
ら
は
み
な
睫
毛
か
ら
血
の
涙
を
流
す
だ
ろ
う

　
　

酒
場
の
扉
は
閉
ざ
さ
れ
た
が
、
神
よ

　
　
　

偽
善
や
欺
瞞
の
館
の
扉
が
開
か
れ
る
の
を
許
し
給
う
な

　
　

ハ
ー
フ
ェ
ズ
よ
、
そ
な
た
の
弊
衣
を
明
日
見
れ
ば

　
　
　

そ
の
下
か
ら
ど
れ
ほ
ど
の
異ゾ

ン
ナ
ー
ル

教
徒
帯
が
無
情
に
も
解
か
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ガ
ザ
ル
一
九
七
）

【
解
説
】

酒
場
の
扉
が
閉
ざ
さ
れ
て
か
ら
久
し
く
、
私
の
思
う
よ
う
に
事
が
う
ま
く
運
ば
な
い
。

酒
場
の
扉
が
開
い
て
、
こ
の
糸
の
も
つ
れ
が
解
け
る
望
み
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
？
わ
が

ま
ま
な
隠
者
は
自
分
だ
け
を
見
つ
め
、
自
分
の
利
益
の
み
を
求
め
、
自
分
の
考
え
方
に

固
執
し
て
い
る
。
彼
の
望
み
は
神
の
ご
意
志
に
そ
ぐ
わ
な
い
。
だ
か
ら
、
も
し
彼
の
た

め
に
酒
場
の
扉
が
閉
ざ
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
神
の
た
め
に
開
く
で
あ
ろ
う
、
神
は
人
々

の
安
ら
ぎ
を
お
望
み
な
の
だ
か
ら
。
レ
ン
ド
た
ち
の
心
の
清
ら
か
さ
に
誓
っ
て
、
朝
酒

を
飲
む
者
た
ち
は
百
も
の
閉
ざ
さ
れ
た
扉
を
も
祈
り
と
い
う
鍵
で
開
け
て
し
ま
う
だ
ろ

う
。
酒
へ
の
哀
悼
の
文ふ
み

を
読
み
な
さ
い
。
酒
飲
み
た
ち
は
酒
を
偲
ん
で
睫
毛
の
先
か
ら

血
の
涙
を
流
す
だ
ろ
う
。
澄
ん
だ
酒
の
死
を
悼
み
、
い
つ
も
酒
と
と
も
に
あ
っ
た
、
酒

の
恋
人
同
然
の
竪
琴
の
弦
を
切
り
、
酒
を
売
る
児
ら
も
二
つ
に
分
け
た
波
打
つ
三
つ
編

み
の
髪
を
解
い
て
か
き
む
し
る
が
よ
い
。
恋
人
の
死
に
際
し
て
残
さ
れ
た
女
性
が
剃
髪

し
、
友
人
た
ち
が
同
情
し
て
髪
を
解
い
て
乱
れ
さ
せ
た
よ
う
に
。
酒
場
の
扉
は
閉
ざ
さ

れ
て
し
ま
っ
た
。
神
よ
、
こ
れ
は
欺
瞞
や
偽
善
の
館
の
扉
が
開
か
れ
る
序
章
な
の
だ
。

こ
れ
か
ら
人
を
平
気
で
騙
す
よ
う
な
社
会
に
な
っ
て
い
く
の
だ
か
ら
。
ハ
ー
フ
ェ
ズ
よ
、

お
前
の
こ
の
禁
欲
の
弊
衣
の
下
か
ら
、
異
端
の
徴
で
あ
る
異ゾ
ン
ナ
ー
ル

教
徒
帯
（
通
常
は
ゾ
ロ
ア

ス
タ
ー
教
徒
の
帯
）
が
見
え
、
ど
れ
ほ
ど
悪
評
が
た
つ
こ
と
か
、
じ
き
に
わ
か
る
だ
ろ
う
。

酒
場
閉
鎖
令
が
出
さ
れ
、
人
々
の
社
交
場
が
消
え
、
重
苦
し
い
空
気
が
町
中
に
漂
っ

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
閉
塞
感
の
中
で
、
人
々
が
自
ら
の
心
の
痛
み
す
ら
感
じ
な

い
よ
う
な
行
動
に
出
始
め
る
こ
と
を
嘆
き
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
は
自
身
に
向
け
て
で
あ

る
か
の
よ
う
に
忠
告
し
て
い
る
が
、
実
際
の
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
非
難
の
矛
先
は
、
外

見
だ
け
体
裁
を
繕
い
、
内
実
を
伴
わ
な
い
隠
者
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

次
の
ガ
ザ
ル
も
、
圧
制
下
で
、
あ
る
程
度
の
時
間
が
経
過
し
た
頃
の
作
品
で
あ
る
。

ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
「
愛
」
に
対
す
る
姿
勢
が
う
か
が
わ
れ
る
。

（
四
）

　
　
　

jān-e bī jam
āl-e jānān m

eyl-e jahān nadārad

　
　
　
　
　

har kas ke īn nadārad ḥaqqā ke ān nadārad

　
　
　

bā hīch kas neshānī zān delsetān nadīdam

　
　
　
　
　

 yā m
an khabar nadāram

 yā ū neshān nadārad

　
　
　

har shabnam
ī darīn rah ṣad baḥr-e āteshīnast

　
　
　
　
　

dardā ke īn m
o‘am

m
ā sharḥ o bayān nadārad

　
　
　

sar-e m
anzel-e farāghat natvān ze dast dādan

　
　
　
　
　

ey sārevān forū kesh kīn rah karān nadārad

　
　
　

chang-e kham
īde-qām

at m
ī-khāndat be ‘eshrat

　
　
　
　
　

 beshnow ke pand-e pīrān hīchat ziyān nadārad
　
　
　

ey del ṭarīq-e rendī az m
oḥtaseb biyām

ūz

　
　
　
　
　

 m
astast o dar ḥaqq-e ū kas īn gom

ān nadārad

　
　
　

aḥvāl-e ganj-e Q
ārūn kayyām

 dād bar bād

　
　
　
　
　

dar gūsh-e del forū-khān tā zar nehān nadārad
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̶̶̶̶　文化表象としての〈イスラーム〉　̶̶̶̶
　
　
　

gar khod raqīb-e sham
‘ast asrār azū bepūshān

　
　
　
　
　

kān shūkh-e sar-borīde band-e zabān nadārad

　
　
　

kas dar jahān nadārad yek bande ham
chū Ḥ

āfeż

　
　
　
　
　

zīrā ke chūn to shāhī kas dar jahān nadārad

　
　

恋
人
の
美
が
な
け
れ
ば
、
こ
の
世
へ
の
関
心
も
抱
か
ず

　
　
　

恋
人
の
な
い
者
に
は
確
か
に
こ
の
世
へ
の
愛
着
も
わ
か
ぬ

　
　

あ
の
恋
人
ほ
ど
の
美
し
さ
を
私
は
見
た
こ
と
が
な
く

　
　
　

私
が
そ
れ
に
気
づ
か
ぬ
の
か
、
そ
れ
と
も
恋
人
が
姿
を
見
せ
ぬ
の
か

　
　

こ
の
道
で
は
ど
の
夜
露
も
大
火
の
海

　
　
　

あ
あ
、
こ
の
謎
は
解
き
明
か
せ
ぬ

　
　

安
ら
ぎ
と
い
う
館
を
失
う
こ
と
は
誰
に
も
で
き
な
い

　
　
　

あ
あ
、
駱
駝
追
い
よ
、
立
ち
止
ま
れ
、
こ
の
道
は
果
て
し
な
い
の
だ
か
ら

　
　

背
の
曲
が
っ
た
竪
琴
は
そ
な
た
を
楽
し
み
へ
と
誘
う

　
　
　

聞
く
が
よ
い
、
長
老
の
忠
告
は
そ
な
た
に
害
は
な
い
の
だ
か
ら

　
　

心
よ
、
レ
ン
ド
の
道
を
モ
フ
タ
セ
ブ
か
ら
学
べ

　
　
　

彼
が
酔
っ
て
も
、
誰
も
そ
う
と
思
わ
ぬ

　
　

時
が
滅
ぼ
し
た
ク
ロ
イ
ソ
ス
の
富
の
さ
ま
を

　
　
　

心
の
耳
に
さ
さ
や
け
、
黄
金
を
隠
さ
ぬ
よ
う
に

　
　

恋
の
番
人
が
蝋
燭
で
あ
ろ
う
と
秘
密
を
隠
せ

　
　
　

あ
の
恥
知
ら
ず
は
首
を
斬
ら
れ
て
も
口
を
閉
ざ
し
は
し
な
い
の
だ
か
ら

　
　

世
に
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
よ
う
な
下
僕
を
持
つ
者
は
お
ら
ぬ

　
　
　

あ
な
た
の
よ
う
な
王
を
こ
の
世
に
持
つ
者
は
お
ら
ぬ
ゆ
え　
（
ガ
ザ
ル
一
二
二
）

【
解
説
】

恋
や
愛
あ
れ
ば
こ
そ
生
き
て
い
る
甲
斐
も
あ
る
と
い
う
も
の
。
な
の
に
、
私
が
想
い
を

寄
せ
る
こ
の
上
な
く
美
し
い
あ
の
方
は
、
そ
の
片
鱗
す
ら
私
に
見
せ
て
は
く
れ
な
い
。

い
や
、
私
が
気
づ
か
な
い
だ
け
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
恋
路
で
は
ど
れ
ほ
ど
小
さ
な
夜

露
の
ご
と
き
障
害
も
大
き
な
火
の
海
の
よ
う
に
恋
人
た
ち
の
前
に
立
ち
ふ
さ
が
る
。
ほ

ん
の
小
さ
な
過
ち
が
大
き
な
災
難
と
な
り
か
ね
な
い
こ
の
恋
路
の
謎
は
誰
に
も
解
き
明

か
せ
な
い
。
恋
路
は
果
て
し
な
い
の
だ
か
ら
、
隊
商
も
荷
を
お
ろ
し
て
一
休
み
す
る
が

よ
い
。
人
は
休
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
。
竪
琴
の
曲
線
的
な
形
は
老
人
の
背
を
思
わ
せ
る
。

竪
琴
の
調
べ
は
酒
宴
に
欠
か
せ
な
い
も
の
だ
が
、
ま
る
で
老
人
の
忠
告
の
よ
う
に
も
聞

こ
え
て
く
る
で
は
な
い
か
。
そ
の
調
べ
は
そ
な
た
を
楽
し
み
に
誘
う
か
の
よ
う
で
あ
る
。

老
人
の
忠
言
に
は
耳
を
傾
け
る
が
よ
い
、
害
は
な
い
の
だ
か
ら
。
心
よ
、
自
分
を
さ
ら

け
出
す
必
要
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
外
見
を
取
り
繕
っ
て
勝
手
し
放
題
な
の
に
、
誰
に

も
罪
人
と
は
疑
わ
れ
な
い
「
モ
フ
タ
セ
ブ
」
に
学
ぶ
が
よ
い
。
リ
デ
ィ
ア
の
王
ク
ロ
イ

ソ
ス
は
吝
嗇
ゆ
え
喜
捨
を
拒
否
し
た
た
め
、
モ
ー
セ
に
呪
わ
れ
、
神
に
見
放
さ
れ
、
自

分
も
富
も
地
中
へ
と
消
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
心
よ
、
そ
な
た
も
け
ち
や
吝
嗇
は
や
め

る
が
よ
い
。
蝋
燭
と
い
う
の
は
芯
を
切
ら
れ
て
も
燃
え
続
け
る
も
の
、
ま
る
で
お
喋
り

の
や
ま
な
い
人
の
よ
う
。
自
分
の
恋
の
番
人
（
協
力
者
）
も
こ
の
蝋
燭
の
よ
う
に
秘
密

を
明
か
し
て
し
ま
う
の
だ
か
ら
、
彼
に
対
し
て
愛
の
秘
密
は
隠
し
て
お
く
が
よ
い
。
こ

の
世
に
あ
な
た
の
よ
う
な
王
が
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
相
応
し
い
、
私
の
よ
う
な

下
僕
も
見
つ
か
る
も
の
だ
。
あ
な
た
が
王
だ
か
ら
こ
そ
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
が
あ
な
た
に
お

仕
え
す
る
の
だ
。

ハ
ー
フ
ェ
ズ
が
モ
バ
ー
レ
ゾ
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
モ
ハ
ン
マ
ド
を
崇
め
ず
、
彼
の
宮
廷

に
出
仕
し
な
か
っ
た
の
は
明
白
な
事
実
で
あ
る
。
こ
の
事
実
を
踏
ま
え
れ
ば
、
最

後
の
ベ
イ
ト
で
「
王
」
と
称
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
が
自
ら
の
二
番
目

の
保
護
者
と
し
て
仕
え
た
、
息
子
の
シ
ャ
ー
・
シ
ョ
ジ
ャ
ー
を
さ
す
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。
名
前
の
一
部
に
「
王
（
シ
ャ
ー
）」
と
い
う
言
葉
が
既
に
組
み
込

ま
れ
て
い
た
若
者
が
、
父
親
か
ら
ケ
ル
マ
ー
ン
支
配
を
任
さ
れ
た
頃
に
う
た
わ
れ
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た
作
品
と
推
察
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
仮
定
す
れ
ば
、
第
六
ベ
イ
ト
の
「
モ
フ

タ
セ
ブ
」
は
フ
ァ
ー
ル
ス
の
王
モ
バ
ー
レ
ゾ
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
モ
ハ
ン
マ
ド
を
暗
に

示
す
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
彼
は
「
善
行
へ
の
奨
励
と
悪
行
の
禁
止
」

に
熱
心
だ
っ
た
こ
と
で
有
名
な
王
で
あ
っ
た
た
め
、
決
し
て
隠
れ
て
酒
を
飲
む
よ

う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
こ
と
は
研
究
者
の
誰
一
人
と
し
て
疑
う
者
は
い
な
い
。
し

か
し
、
い
わ
ゆ
る
「
ム
ス
リ
ム
の
鑑
」
と
い
う
側
面
を
強
調
す
る
が
ゆ
え
、
度
量

の
狭
い
王
、行
き
過
ぎ
た
政
策
を
推
進
す
る
王
と
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
目
に
は
映
り
「
モ

フ
タ
セ
ブ
」
と
称
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

次
の
ガ
ザ
ル
は
、
さ
ら
に
、「
愛
」
を
絶
対
視
す
る
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
姿
勢
が
強
く

前
面
に
押
し
出
さ
れ
、
表
現
さ
れ
て
い
る
。
締
め
付
け
ら
れ
た
社
会
の
中
に
身
を

置
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
熱
い
想
い
が
う
た
わ
れ
て
い
る
。

（
五
）

　
　
　

m
arā m

ehr-e siyah-chashm
ān ze sar bīrūn nakhāhad shod

　
　
　
　
　

qaẓā-ye āsem
ānast īn o dīgargūn nakhāhad shod

　
　
　

raqīb āzār-hā farm
ūd o jā-ye āshtī nagẕāsht

　
　
　
　
　

m
agar āh-e saḥar-khīzān su-ye gardūn nakhāhad shod?

　
　
　

m
arā rūz-e azal kārī bejoz rendī nafarm

ūdand

　
　
　
　
　

har ān qesm
at ke ānjā raft, az ān afzūn nakhāhad shod

　
　
　

khodā rā m
oḥtaseb m

ā rā be faryād-e daf o ney bakhsh

　
　
　
　
　

ke sāz-e shar‘ az īn afsāne bī qānūn nakhāhad shod

　
　
　

m
ajāl-e m

an ham
īn bāshad ke penhān ‘eshq-e ū varzam

　
　
　
　
　

kenār o būs o āghūshesh chegūyam
 chūn nakhāhad shod

　
　
　

sharāb-e la‘l o jā-ye am
n o yār-e m

ehrabān sāqī

　
　
　
　
　

delā, key beh shavad kārat agar aknūn nakhāhad shod?

　
　
　

m
ashūy, ey dīde, naqsh-e gham

 ze lowḥ-e sīne-ye Ḥ
āfeż

　
　
　
　
　

ke zakhm
-e tīgh-e deldār ast o rang-e khūn nakhāhad shod

　
　

黒
い
瞳
の
美
女
へ
の
愛
は
わ
が
頭
か
ら
去
ら
ぬ
だ
ろ
う

　
　
　

こ
れ
は
天
の
定
め
で
、
変
わ
ら
ぬ
だ
ろ
う

　
　

恋
の
番
人
は
迫
害
し
、
和
睦
の
余
地
は
な
い

　
　
　

暁
に
起
き
る
者
た
ち
の
溜
息
は
天
に
届
き
は
せ
ぬ
だ
ろ
う

　
　

太
初
の
日
に
私
に
は
レ
ン
ド
で
あ
る
よ
う
に
と
だ
け
命
ぜ
ら
れ
た

　
　
　

そ
こ
で
分
配
さ
れ
た
分
け
前
は
、
増
や
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う

　
　

モ
フ
タ
セ
ブ
よ
、
ど
う
か
太
鼓
や
笛
の
音
を
見
逃
し
て
お
く
れ

　
　
　

こ
の
魔
法
で
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
楽
器
は
規
律
を
失
い
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
ら

　
　

我
に
で
き
る
の
は
密
か
に
彼
女
を
愛
す
る
こ
と

　
　
　

寄
り
添
い
、
接
吻
し
、
抱
擁
す
る
な
ど
ど
う
し
て
言
え
よ
う
か
、

　
　
　
　

叶
わ
ぬ
こ
と
と
い
う
の
に

　
　

紅
の
酒
、
安
ら
ぎ
の
場
、
優
し
き
恋
人
、
酌
人
、

　
　
　

心
よ
、
今
叶
わ
ぬ
の
な
ら
い
つ
良
く
な
る
と
い
う
の
か

　
　

目
よ
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
胸
に
描
か
れ
た
悲
し
み
の
絵
を
涙
で
流
し
去
る
で
な
い

　
　
　
そ
れ
は
恋
人
の
剣
で
受
け
た
傷
跡
、
血
の
色
は
消
え
ぬ
だ
ろ
う
か
ら
（
ガ
ザ
ル
一
六
一
）

【
解
説
】

私
が
美
を
愛
で
る
の
は
神
の
ご
意
志
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
後
天
的
に
得
た
性
質
で
は

な
い
。
人
の
運
命
は
人
の
意
志
で
変
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
こ
の
私
の

美
を
愛
す
る
性
質
も
今
更
自
分
の
意
志
や
人
の
忠
告
に
よ
っ
て
変
わ
る
も
の
で
は
な
い
。

私
が
あ
ま
り
に
か
の
恋
人
の
美
し
さ
を
讃
え
る
も
の
だ
か
ら
、
恋
の
番
人
も
私
を
非
難

し
、
仲
直
り
の
余
地
は
な
さ
そ
う
だ
。
恋
に
悩
み
朝
早
く
目
覚
め
る
人
々
の
嘆
き
や
溜

息
が
天
に
届
き
は
し
な
い
の
だ
ろ
う
か
？
き
っ
と
届
く
に
違
い
な
い
。
私
は
何
ら
の
衒
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い
も
な
く
自
由
気
儘
に
生
き
る
よ
う
に
創
造
さ
れ
た
。
我
ら
人
間
は
太
初
の
日
か
ら
定

め
ら
れ
た
通
り
に
し
か
生
き
ら
れ
な
い
も
の
で
、
与
え
ら
れ
た
も
の
以
上
に
な
る
こ
と

は
な
い
の
だ
。
モ
フ
タ
セ
ブ
よ
、
お
願
い
だ
か
ら
見
逃
し
て
お
く
れ
。
私
を
太
鼓
や
笛

と
一
緒
に
過
ご
さ
せ
て
お
く
れ
。
こ
れ
ら
の
楽
の
音
が
イ
ス
ラ
ー
ム
法
（
シ
ャ
リ
ー
ア
）

の
規
則
や
秩
序
を
乱
す
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
に
。
私
に
で
き
る
の
は
ひ
そ
や
か
に
彼

女
に
も
知
ら
れ
な
い
よ
う
に
彼
女
を
愛
す
る
こ
と
。
接
吻
や
抱
擁
な
ど
も
っ
て
の
ほ
か
。

ど
う
せ
叶
わ
ぬ
望
み
な
の
だ
か
ら
。
今
、
ル
ビ
ー
の
よ
う
な
紅
の
酒
が
あ
り
安
心
し
て

過
ご
せ
る
場
所
が
あ
り
、
優
し
い
恋
人
が
酒
の
酌
も
し
て
く
れ
る
。
心
よ
、
こ
れ
ほ
ど

条
件
が
そ
ろ
っ
て
い
る
今
、
お
前
の
望
み
が
叶
わ
ぬ
と
い
う
な
ら
、
い
っ
た
い
い
つ
に

な
っ
た
ら
よ
く
な
る
と
言
う
の
か
。
目
よ
、
悲
し
み
の
跡
を
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
胸
か
ら
消

し
去
る
な
。
そ
れ
は
恋
人
の
剣
で
受
け
た
傷
跡
で
、
そ
の
血
の
跡
は
消
え
は
し
な
い
だ

ろ
う
か
ら
。

　

こ
の
ガ
ザ
ル
の
「
モ
フ
タ
セ
ブ
」
は
一
般
的
な
警
吏
と
し
て
の
モ
フ
タ
セ
ブ
を

さ
す
と
考
え
て
も
支
障
は
あ
る
ま
い
。
し
か
し
な
が
ら
、「
人
間
の
も
っ
て
生
ま
れ

た
運
命
│
す
な
わ
ち
天
与
の
稟
質
も
性
格
も
こ
れ
か
ら
起
こ
り
う
る
出
来
事
も
│

は
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
か
ら
」
と
ハ
ー
フ
ェ
ズ
が
自
由
と
愛
に
満
ち
た

日
々
を
求
め
る
姿
は
、
や
は
り
厳
し
い
戒
律
や
規
制
の
し
か
れ
た
社
会
下
で
、
よ

り
一
層
鮮
や
か
に
浮
き
彫
り
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

こ
の
「
モ
フ
タ
セ
ブ
」
も
単
な
る
役
人
と
し
て
の
一
警
吏
で
は
な
く
王
へ
の
暗
示

と
解
釈
で
き
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
。
シ
ャ
リ
ー
ア
を
掲
げ
て
喧
し
く
規
制
を

し
て
ば
か
り
で
は
な
く
、
少
し
く
ら
い
は
楽
の
音
と
と
も
に
友
や
恋
人
と
ゆ
っ
た

り
と
過
ご
す
こ
と
も
大
切
で
は
な
い
の
か
と
戒
め
て
い
る
よ
う
に
も
き
こ
え
て
く

る
。

　

ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
詩
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
心
や
目
な
ど
の
本
来
自
分
自
身
に

属
す
る
身
体
の
部
分
に
対
し
て
、
ま
る
で
別
個
の
人
格
を
有
す
る
か
の
よ
う
に
、

呼
び
か
け
、
各
々
に
役
割
を
担
わ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
心
は
「
恋
愛
す
る
」

部
分
で
あ
り
、
目
は
「
そ
の
恋
愛
の
対
象
と
な
る
相
手
の
様
子
、
主
と
し
て
そ
の

美
し
さ
を
映
し
出
し
て
く
れ
る
」
部
分
で
あ
る
。

　

次
の
作
品
は
ガ
ザ
ル
で
は
な
く
、
シ
ャ
ー
・
シ
ョ
ジ
ャ
ー
の
最
初
の
大
臣
、
ガ

ヴ
ァ
ー
モ
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
モ
ハ
ン
マ
ド
・
サ
ー
ヘ
ブ
・
ア
イ
ヤ
ー
ル
（Q

avām
 al-D

in 

M
oḥam

m
ad Ṣāḥeb ‘A

yyār

）
へ
の
頌
と
さ
れ
る
ガ
ス
ィ
ー
デ
（
頌
詩
）
で
あ
る
。²⁷

（
六
）

　
　
　

ze delbarī natavān lāf zad be āsānī

　
　
　
　
　

hezār nokte darīn kār hast tā dānī....

　
　
　

biyār bāde-ye rangīn ke yek ḥekāyat-e rāst

　
　
　
　
　

begūyam
 o nakonam

 rakhne dar m
osalm

ānī

　
　
　

be khāk-e pā-ye ṣabūḥī-konān ke tā m
an-e m

ast　

　
　
　
　
　

setāde bar dar-e m
eykhāne-am

 be darbānī

　
　
　

be hīch zāhed-e żāher-parast nagẕashtam

　
　
　
　
　

ke zīr-e kherqe na zonnār dāsht penhānī....

　
　
　

be shokr-e tohm
at-e takfīr kaz m

iyān bar khāst

　
　
　
　
　

bekūsh kaz gol o m
ol dād-e ‘eysh bestānī

　
　
　

jafā na shīve-ye dīn-parvarī bovad ḥāshā

　
　
　
　
　

ham
e karām

at o loṭf ast shar‘-e yazdānī
　
　
　

rom
ūz-e serr-e analḥaq che dānad ān ghāfel

　
　
　
　
　

ke m
onjaẕeb nashod az jaẕbe-hā-ye sobḥānī....

　
　

恋
人
を
た
や
す
く
褒
め
称
え
る
こ
と
は
で
き
ぬ
も
の

　
　
　

称
え
る
点
が
あ
ま
り
に
も
多
い
の
は
そ
な
た
に
も
わ
か
っ
て
い
る
は
ず
…
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色
鮮
や
か
な
酒
杯
を
も
て
、
私
は
本
当
の
話
を

　
　
　

語
ろ
う
、
ム
ス
リ
ム
た
る
こ
と
を
少
し
も
損
な
い
は
し
ま
い

　
　

朝
酒
を
あ
お
る
者
の
足
元
の
土
に
誓
っ
て
、
酔
っ
た
私
は

　
　
　

酒
場
の
門
番
と
し
て
た
つ
下
僕

　
　

外
見
を
重
ん
じ
る
い
か
な
る
隠
者
を
も
赦
し
は
し
な
い

　
　
　

弊
衣
の
下
に
は
異ゾ

ン
ナ
ー
ル

教
徒
帯
を
隠
し
持
っ
て
す
ら
い
な
い
の
だ
か
ら
…

　
　

こ
れ
ま
で
起
き
た
破
門
と
い
う
中
傷
に
感
謝
を

　
　
　

バ
ラ
と
酒
を
正
し
く
用
い
る
よ
う
努
め
る
が
よ
い

　
　

圧
制
は
信
仰
を
育
て
は
し
な
い
、
そ
う
で
は
な
い
の
だ

　
　
　

す
べ
て
寛
大
と
慈
悲
こ
そ
が
神
の
教
え

　
　

あ
の
不
注
意
な
者
は
い
か
に
し
て
「
我
は
神
な
り
」
の
神
秘
の
謎
を
知
り
得
よ
う
か

　
　
　

神
の
お
そ
ば
に
引
き
寄
せ
ら
れ
は
し
な
い
の
だ
か
ら
…  

²⁸

ガ
ニ
ー
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
ガ
ス
ィ
ー
デ
は
、
シ
ャ
ー
・
シ
ョ
ジ
ャ
ー
が
即
位
し

て
間
も
な
い
頃
に
、
前
の
時
代
を
振
り
返
っ
て
ハ
ー
フ
ェ
ズ
が
う
た
っ
た
作
品
で

あ
る
。
統
制
が
厳
し
く
、
破
門
さ
れ
る
人
々
が
続
出
し
、
欺
瞞
や
偽
善
が
横
行
し
、

外
見
の
み
が
重
視
さ
れ
た
時
代
が
過
ぎ
去
っ
た
こ
と
に
対
す
る
、
喜
び
が
こ
め
ら

れ
、
ま
た
多
少
の
皮
肉
も
込
め
ら
れ
た
小
気
味
よ
い
詩
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
る
の

は
筆
者
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
圧
制
を
し
い
た
モ
バ
ー
レ
ゾ
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
モ
ハ
ン
マ
ド
は
息
子
シ
ャ
ー
・

シ
ョ
ジ
ャ
ー
に
針
で
目
を
突
か
れ
て
盲
目
と
な
り
、
幽
閉
さ
れ
、
や
が
て
最
期
を

迎
え
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
暴
君
の
死
後
に
ハ
ー
フ
ェ
ズ
が
詠
ん
だ
と
さ
れ
る
の

が
以
下
の
ゲ
ト
エ
で
あ
る
。²⁹

（
七
）

　
　
　

del m
aneh bar donyī o asbāb-e ū

　
　
　
　
　

zānke az vey kas vafādārī nadīd

　
　
　

kas ‘asal bī-nīsh az īn dokkān nakhord

　
　
　
　
　

kas roṭab bī-khār azīn bostān nachīd

　
　
　

har be ayyām
ī cherāghī bar forūkht

　
　
　
　
　

chon tam
ām

 afrūkht bādash dar dam
īd

　
　
　

bī-takallof har ke del bar vey nehād

　
　
　
　
　

chon bedīdī khaṣm
-e khod m

ī-parvarīd

　
　
　

shāh-e ghāzī, khosrow-e gītī-setān

　
　
　
　
　

ān ke az sham
shīr-e ū khūn m

ī-chakīd

　
　
　

gah be yek ḥam
le sepāhī m

ī-shekast

　
　
　
　
　

gah be hū’ī qalb-e kūhī m
ī-darīd

　
　
　

sarvarān rā bī-gonah m
ī-kard ḥabs

　
　
　
　
　

gardanān rā bī-sokhan sar m
ī-borīd

　
　
　

az nahībash panje m
ī-afkand shīr

　
　
　
　
　

dar biyābān nām
-e ū chon m

ī-shenīd

　
　
　

‘āqebat Shīrāz o Tabrīz o ‘A
rāq

　
　
　
　
　

chon m
osakhkhar kard, vaqtesh dar rasīd

　
　
　

ān ke rowshan bod jahān-bīnash bedū

　
　
　
　
　

m
īl dar chashm

-e jahān-bīnash kashīd
　
　

こ
の
世
と
そ
の
営
み
を
信
頼
す
る
で
な
い

　
　
　

こ
の
世
か
ら
誠
実
を
味
わ
っ
た
者
は
い
な
い
の
だ
か
ら

　
　

こ
の
世
と
い
う
店
か
ら
針
の
な
い
蜂
蜜
を
味
わ
っ
た
者
は
な
く

　
　
　

こ
の
世
と
い
う
果
樹
園
か
ら
棘
の
な
い
ナ
ツ
メ
ヤ
シ
を
摘
ん
だ
者
も
な
い
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一い
っ
と
き時
灯
り
を
明
々
と
燃
や
し
た
者
は
誰
で
も

　
　
　

燃
え
さ
か
る
と
風
が
吹
い
て
消
え
て
し
ま
う

　
　

歯
に
衣
着
せ
ず
申
せ
ば
、
こ
の
世
に
心
を
置
く
者
は
誰
も

　
　
　

よ
く
見
れ
ば
自
分
の
敵
を
養
う
が
ご
と
し

　
　

イ
ス
ラ
ー
ム
聖
戦
士
の
王
、
世
界
を
奪
う
王
よ

　
　
　

そ
の
剣
か
ら
血
が
滴
っ
て
い
た
お
方
よ

　
　

一
度
の
攻
撃
で
軍
を
負
か
す
こ
と
も
あ
れ
ば

　
　
　

そ
の
叫
び
一
声
で
心
臓
を
破
る
こ
と
も
あ
っ
た

　
　

指
導
者
た
ち
を
理
由
も
な
く
幽
閉
し

　
　
　

名
士
た
ち
の
首
を
何
も
言
わ
ず
に
は
ね
た

　
　

荒
野
で
彼
の
名
を
耳
に
す
る
と

　
　
　

彼
を
恐
れ
て
獅
子
は
四
肢
を
投
げ
出
し
た

　
　

つ
い
に
シ
ー
ラ
ー
ズ
と
タ
ブ
リ
ー
ズ
と
イ
ラ
ク
を

　
　
　

征
服
す
る
と
終
わ
り
の
時
が
訪
れ
た

　
　

彼
の
目
の
光
で
あ
っ
た
者
が

　
　
　

世
界
を
見
つ
め
る
彼
の
目
を
針
で
潰
し
た
の
だ　
（
ゲ
ト
エ
十
八
）

　

ハ
ー
フ
ェ
ズ
は
こ
こ
で
も
モ
バ
ー
レ
ゾ
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
モ
ハ
ン
マ
ド
に
対
し
て

「
シ
ャ
ー
へ
・
ガ
ー
ズ
ィ
ー
（
イ
ス
ラ
ー
ム
聖
戦
士
の
王
）」
と
呼
び
か
け
、
決
し

て
王
の
実
名
を
挙
げ
る
こ
と
を
し
な
い
。
天
の
巡
り
の
不
実
を
嘆
き
、
禍
福
は
糾

え
る
縄
の
ご
と
し
と
う
た
い
始
め
、
一
見
王
の
勇
猛
果
敢
さ
を
称
え
る
か
の
よ
う

に
み
え
る
こ
の
詩
も
、
ベ
イ
ト
を
重
ね
る
に
つ
れ
王
の
残
虐
さ
と
暴
君
ぶ
り
を
実

名
を
挙
げ
ず
に
織
り
込
ん
で
い
き
、
淡
々
と
そ
の
最
期
に
言
及
し
て
い
る
。「
こ
の

世
は
不
実
」
と
う
た
う
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
こ
の
ゲ
ト
エ
に
は
、
大
半
の
ペ
ル
シ
ア
詩

に
見
ら
れ
る
否
定
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
よ
り
も
、「
不
幸
な
時
代
に
は
必
ず
終
わ
り
が

訪
れ
る
、
明
け
な
い
夜
は
な
い
」
と
い
う
希
望
を
読
み
と
る
こ
と
す
ら
で
き
る
の

で
あ
る
。

　

シ
ー
ラ
ー
ズ
の
救
世
主
的
存
在
と
し
て
登
場
し
た
シ
ャ
ー
・
シ
ョ
ジ
ャ
ー
に
よ

り
、
再
び
シ
ー
ラ
ー
ズ
は
活
気
を
取
り
戻
し
、
文
化
の
都
と
し
て
息
を
吹
き
返
す

こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
は
自
ら
の
二
人
目
の
パ
ト
ロ
ン
と
な
っ
た

シ
ャ
ー
・
シ
ョ
ジ
ャ
ー
の
御
代
を
讃
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
み
る
作
品
は
、
シ
ャ
ー
・
シ
ョ
ジ
ャ
ー
の
御
代
到
来
を
歓
ぶ
詩
で
あ
る
。

（
八
）

　
　
　

saḥar ze hātef-e gheybam
 rasīd m

ozhde be gūsh

　
　
　
　
　

ke dowr-e Shāh Shojā‘ ast m
ey dalīr benūsh

　
　
　

shod ānke ahl-e nażar bar kenāre m
ī-raftand

　
　
　
　
　

 hezār gūne sokhan dar dahān o lab khām
ūsh

　
　
　

be bāng-e chang begūyīm
 ān ḥekāyat-hā

　
　
　
　
　

ke az nehoftan-e ān dīg-e sīne m
ī-zad jūsh

　
　
　

sharāb-e khānegī-ye tars-e m
oḥtaseb khorde

　
　
　
　
　

be rū-ye yār benūshīm
 o bāng-e nūshānūsh

　
　
　

ze kū-ye m
eykade dūshesh be dūsh m

ī-bordand

　
　
　
　
　

em
ām

-e khāje ke sajjāde m
ī-keshīd be dūsh

　
　
　

delā delālat-e kheyrat konam
 be rāh-e nejāt

　
　
　
　
　

m
akon be fesq-e m

obāhāt o zohd ham
 m

afrūsh

　
　
　

m
aḥall-e nūr-e tajallīst rā-ye anvar-e shāh

　
　
　
　
　

 cho qarb-e ū ṭarabī dar ṣafā-ye nīyat kūsh
　
　
　

bejoz sanā-ye jalālash m
asāz verd-e ẓam

īr

　
　
　
　
　

ke hast gūsh-e delash m
aḥram

-e payām
-e sorūsh

　
　
　

rom
ūz-e m

aṣlaḥat-e m
olk khosravān dānand

　
　
　
　
　

 gedā-ye gūshe-neshīnī to Ḥ
āfeżā m

akhrūsh
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明
け
方
目
に
見
え
ぬ
神
秘
の
声
か
ら
わ
が
耳
に
吉
報
が
届
き

　
　
　

シ
ャ
ー
・
シ
ョ
ジ
ャ
ー
の
御
代
だ
、
臆
せ
ず
酒
を
飲
め

　
　

見
識
あ
る
人
々
が
道
の
端
を
歩
み

　
　
　

数
多
の
言
葉
を
語
ら
ず
に
い
た
時
代
は
過
ぎ
た

　
　

竪
琴
の
調
べ
に
合
わ
せ
、
か
の
話
を
語
ろ
う

　
　
　

秘
め
て
お
く
と
胸
の
釜
が
煮
え
た
ぎ
っ
て
し
ま
う

　
　

警
吏
を
恐
れ
な
が
ら
家
で
つ
く
っ
た
酒
を
飲
ん
だ
が

　
　
　

恋
人
を
前
に
飲
み
、
飲
め
や
飲
め
や
と
大
声
で
言
お
う
で
は
な
い
か

　
　

昨
夜
、
酒
場
の
路
地
か
ら
背
負
わ
れ
運
ば
れ
て
い
た
の
は

　
　
　

礼サ
ッ
ジ
ャ
ー
デ

拝
用
敷
物
を
肩
に
か
け
た
お
偉
い
イ
マ
ー
ム

　
　

心
よ
、
そ
な
た
に
解
放
へ
の
道
を
教
え
よ
う

　
　
　

放
蕩
を
誇
る
で
な
い
、
禁
欲
を
売
り
も
の
に
す
る
で
な
い

　
　

王
の
輝
か
し
き
叡
慮
は
栄
光
が
光
り
輝
く
場

　
　
　

王
へ
の
近
づ
き
を
求
め
る
な
ら
、
清
ら
か
な
意
志
を
も
つ
よ
う
努
め
よ

　
　

王
の
栄
誉
を
讃
え
る
こ
と
以
外
に
心
か
ら
の
言
葉
を
唱
え
る
で
な
い

　
　
　

王
の
心
の
耳
は
天
使
の
託
宣
を
受
け
る
の
だ
か
ら

　
　

国
事
の
秘
密
を
諸
王
は
ご
存
じ

　
　
　
そ
な
た
は
閑
居
せ
る
貧
者
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
よ
、
安
ん
じ
て
沈
黙
せ
よ
（
ガ
ザ
ル
二
七
八
）

【
解
説
】

早
朝
、
天
の
声
が
私
に
は
聞
こ
え
た
。「
シ
ャ
ー
・
シ
ョ
ジ
ャ
ー
の
時
代
の
到
来
だ
。」

な
ん
と
嬉
し
い
知
ら
せ
で
は
な
い
か
。
こ
れ
で
も
う
怖
が
ら
ず
に
堂
々
と
酒
を
飲
む
こ

と
が
で
き
る
。
徳
の
あ
る
、
尊
敬
に
値
す
べ
き
人
々
が
息
を
ひ
そ
め
て
道
を
歩
き
、
語

る
べ
き
こ
と
も
語
ら
ず
に
過
ご
し
た
時
代
は
終
わ
っ
た
の
だ
。
今
こ
そ
、
竪
琴
の
調
べ

に
合
わ
せ
、
恋
の
話
を
語
り
合
お
う
で
は
な
い
か
。
語
ら
ず
に
い
る
と
熱
い
想
い
に
胸

が
煮
え
た
ぎ
っ
て
し
ま
い
そ
う
だ
か
ら
。「
モ
フ
タ
セ
ブ
」
を
恐
れ
な
が
ら
、
隠
れ
て
家

で
造
っ
た
酒
を
飲
ん
で
い
た
時
代
は
過
ぎ
た
の
だ
。
今
で
は
恋
人
と
と
も
に
飲
む
こ
と

も
、「
乾
杯
！
」
と
声
高
ら
か
に
叫
ぶ
こ
と
も
で
き
る
の
だ
。
昨
夜
、
偶
然
に
見
か
け
た

の
だ
が
、
酒
場
の
路
地
か
ら
ご
立
派
な
イ
マ
ー
ム
さ
ま
が
肩
に
礼
拝
用
の
敷
物
を
か
け

た
ま
ま
で
、
酔
い
つ
ぶ
れ
て
運
ば
れ
て
い
っ
た
よ
。
だ
か
ら
心
よ
、
そ
な
た
が
救
わ
れ

る
た
め
に
は
、
放
蕩
を
誇
っ
た
り
、
禁
欲
を
売
り
も
の
に
し
て
は
な
ら
な
い
。

今
度
の
新
し
い
王
の
こ
の
自
由
と
解
放
に
基
づ
く
ご
判
断
は
す
ば
ら
し
い
も
の
で
は
な

い
か
。
王
と
親
し
く
な
り
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
見
せ
か
け
や
手
練
手
管
は
通
用
せ
ぬ
。

清
ら
か
な
心
で
接
す
る
が
よ
い
。
王
の
す
ば
ら
し
さ
を
讃
え
た
い
の
な
ら
ば
、
心
底
讃

え
る
が
よ
い
。
王
に
は
心
か
ら
の
言
葉
か
、
単
な
る
追
従
な
の
か
す
ぐ
に
わ
か
っ
て
し

ま
う
の
だ
か
ら
。
王
様
と
い
う
ご
身
分
の
方
々
は
、
皆
何
を
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
ご

存
じ
の
は
ず
な
の
だ
か
ら
、
詩
人
に
す
ぎ
ぬ
お
前
は
、
安
心
し
て
静
観
し
て
い
れ
ば
よ

い
の
だ
。

　

シ
ャ
ー
・
シ
ョ
ジ
ャ
ー
即
位
の
一
三
六
四
年
に
う
た
わ
れ
た
作
品
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
詩
か
ら
も
推
察
で
き
る
よ
う
に
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
を
は
じ
め
と
す
る
シ
ー

ラ
ー
ズ
の
粋
人
た
ち
は
、
心
か
ら
こ
の
新
し
い
王
の
即
位
を
喜
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

モ
バ
ー
レ
ゾ
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
モ
ハ
ン
マ
ド
は
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
よ
り
約
一
世
紀
前
の

シ
ー
ラ
ー
ズ
の
大
詩
人
サ
ア
デ
ィ
ー
の
数
編
の
詩
が
反
イ
ス
ラ
ー
ム
的
で
あ
る
と

判
断
し
、
そ
の
詩
人
の
棺
を
燃
や
そ
う
と
し
た
こ
と
が
あ
る
ほ
ど
の
無
謀
な
堅
物

で
あ
り
、
そ
れ
を
機
転
を
利
か
せ
て
留
め
た
の
が
、
シ
ャ
ー
・
シ
ョ
ジ
ャ
ー
な
の

で
あ
る
。
シ
ャ
ー
・
シ
ョ
ジ
ャ
ー
は
次
の
サ
ア
デ
ィ
ー
の
詩
の
一
ベ
イ
ト
を
引
用

し
た
と
い
う
。

　
　
　

Sa‘diyā besyār goftan ‘om
r ẓāye‘ kardan ast
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̶̶̶̶　文化表象としての〈イスラーム〉　̶̶̶̶
　
　
　

vaqt-e ‘oẕr āvardan ast astaghferollāhol- ‘ażīm
　
　

サ
ア
デ
ィ
ー
よ
、
多
く
を
語
る
は
命
の
無
駄　

　
　
　

今
や
赦
し
を
乞
う
時
期
だ
、
お
お
神
よ
、
赦
し
給
え  

³⁰

　

こ
う
し
た
出
来
事
が
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
が
モ
バ
ー
レ
ゾ
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
モ
ハ
ン
マ

ド
を
憎
み
、
シ
ャ
ー
・
シ
ョ
ジ
ャ
ー
に
期
待
を
寄
せ
る
一
因
と
な
っ
た
こ
と
は
確

か
で
あ
ろ
う
。³¹

四
．
お
わ
り
に

　

十
四
世
紀
の
詩
人
ハ
ー
フ
ェ
ズ
が
呈
示
し
た
詩
的
世
界
に
は
、実
に
様
々
な
メ
ッ

セ
ー
ジ
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
は
二
元
論
的
な
考
え
に
支

配
さ
れ
ず
、
人
間
の
善
悪
の
境
界
に
生
き
る
「
レ
ン
ド
」
と
い
う
姿
を
描
く
こ
と

に
よ
っ
て
人
間
の
理
想
像
を
示
し
た
り
、
似
非
神
秘
主
義
者
た
ち
の
滑
稽
と
も
い

え
る
行
動
を
暴
露
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
痛
烈
に
社
会
批
判
を
行
っ
た
り
し
て
い

る
。³²
加
え
て
、
本
論
考
で
検
証
し
て
き
た
よ
う
に
、「
行
き
過
ぎ
た
イ
ス
ラ
ー

ム
」
に
対
す
る
批
判
を
通
し
て
「
真
の
イ
ス
ラ
ー
ム
」
の
あ
る
べ
き
姿
を
問
う
て

も
い
る
の
で
あ
る
。「
人
間
ら
し
く
生
き
る
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
」
と

い
う
人
類
共
通
の
主
題
を
常
に
心
に
秘
め
て
い
た
ハ
ー
フ
ェ
ズ
が
、「
極
端
な
解
釈

に
基
づ
い
た
イ
ス
ラ
ー
ム
」
を
ふ
り
か
ざ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、息
が
詰
ま
る
よ
う
な
、

自
由
の
な
い
生
活
を
強
要
し
た
モ
バ
ー
レ
ゾ
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
モ
ハ
ン
マ
ド
を
批
判

し
た
こ
と
は
、
至
極
当
然
の
姿
勢
と
い
え
よ
う
。
確
か
に
、
強
靱
か
つ
粗
暴
な
王
が
、

ハ
ー
フ
ェ
ズ
と
青
春
時
代
を
共
に
し
た
粋
人
の
命
を
奪
っ
た
と
い
う
視
点
も
、ハ
ー

フ
ェ
ズ
の
反
感
を
買
う
一
因
と
し
て
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
最

愛
の
友
で
あ
り
最
良
の
理
解
者
を
喪
っ
た
悲
し
み
に
加
え
、
そ
れ
ま
で
の
生
活
の

中
に
当
然
の
ご
と
く
溶
け
込
ん
で
い
た
飲
酒
・
歌
舞
・
音
楽
・
語
ら
い
等
の
心
躍

る
時
間
が
突
如
と
し
て
奪
わ
れ
る
と
い
う
状
況
は
、
想
像
を
絶
す
る
苦
痛
で
あ
っ

た
に
違
い
な
い
。
制
約
に
満
ち
満
ち
た
日
々
は
、
自
由
に
身
動
き
が
と
れ
な
い
ば

か
り
か
、
心
に
ま
で
重
い
枷
を
は
め
ら
れ
た
毎
日
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
窒
息

寸
前
の
生
活
が
い
か
に
不
自
然
な
も
の
で
あ
る
か
、
人
間
の
尊
厳
を
奪
う
も
の
で

あ
る
か
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
は
上
記
で
と
り
あ
げ
た
各
々
の
作
品
を
通
し
て
悲
痛
な
叫

び
声
を
あ
げ
、
我
々
に
訴
え
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

現
代
に
生
き
る
我
々
は
、
毎
日
数
多
の
情
報
の
渦
に
巻
き
込
ま
れ
生
活
し
て
い

る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
と
り
わ
け
、「
イ
ス
ラ
ー
ム
」
に
関
す
る
情
報
は
、

二
〇
〇
一
年
九
月
十
一
日
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
起
こ
っ
た
惨
劇
以
降
、
そ
れ
に
対

す
る
理
解
が
強
く
求
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
で
も
氾
濫
し
て
い
る

と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
結
果
、
日
本
人
に
「
イ
ス
ラ
ー
ム
」
に
対
す
る
正

し
い
理
解
が
普
及
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
答
え
は
「
否
」
で
あ
る
。
相
も
変
わ
ら

ず
「
遠
い
国
の
人
々
が
狂
信
的
に
信
じ
て
い
る
も
の
」
と
認
識
し
て
い
た
り
、「
イ

ス
ラ
ー
ム
教
徒
は
テ
ロ
リ
ス
ト
」
と
思
い
込
み
、
怒
り
を
露
わ
に
す
る
人
々
が
ど

れ
ほ
ど
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
「
イ
ス
ラ
ー
ム
」
と
は
本
来
こ
う
し
た
様
相
を
呈
す
べ
き
は
ず
の
も
の
で
は
な

か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
筆
者
が
留
学
を
通
し
て
直
接
知
り
得
た
現
代
イ
ラ
ン
は
、

人
情
味
溢
れ
る
、
心
安
ら
ぐ
「
平
安
の
地
」
で
あ
っ
た
。
高
度
成
長
を
遂
げ
た
日

本
が
そ
の
発
展
の
中
で
置
き
去
り
に
し
て
き
て
し
ま
っ
た
「
人
間
の
温
か
さ
・
思

い
や
り
」
を
思
い
起
こ
さ
せ
て
く
れ
る
場
所
で
あ
っ
た
。
あ
く
せ
く
と
時
間
に
追
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わ
れ
て
仕
事
を
し
、
目
的
地
に
向
か
っ
て
ひ
た
す
ら
に
急
ぐ
と
い
う
東
京
で
の
生

活
に
は
見
ら
れ
な
い
、「
潤
い
の
あ
る
時
間
」
に
満
た
さ
れ
る
場
所
で
あ
っ
た
。
日

本
と
い
う
極
東
ア
ジ
ア
か
ら
米
国
の
色
に
染
め
ら
れ
た
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
垣

間
見
る
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
と
、
肌
で
感
じ
た
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
と
に
は
大
き
な
隔

た
り
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
何
と
し
て
で
も
現
代
日
本
の
人
々
に
伝
え

た
い
と
い
う
焦
り
に
も
似
た
思
い
は
、
こ
こ
数
年
大
き
く
な
れ
こ
そ
す
れ
消
え
る

こ
と
は
な
い
。現
代
の
イ
ラ
ン
人
が
今
な
お
こ
よ
な
く
愛
し
て
や
ま
な
い
ハ
ー
フ
ェ

ズ
の
作
品
か
ら
浮
き
彫
り
と
な
る
、
真
の
「
イ
ス
ラ
ー
ム
」
や
「
人
間
の
も
つ
べ

き
自
由
」「
思
い
や
り
」
を
見
い
だ
し
た
時
、
誰
も
が
決
し
て
揺
る
ぐ
こ
と
の
な
い

強
固
な
後
ろ
盾
を
得
た
よ
う
な
大
き
な
安
堵
感
に
包
ま
れ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で

は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
時
代
か
ら
七
百
年
弱
と
い
う
時
間
を
経
た
現
代
に
生
き
る
我
々

こ
そ
は
、
二
度
と
「
不
自
由
」
を
味
わ
わ
ず
に
充
実
し
た
日
々
を
送
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
声
に
耳
を
傾
け
、
先
人
の
知
恵
に
学
び
、
人
間
ら
し

く
生
き
て
い
く
努
力
を
す
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
註

　
　

本
稿
中
の
転
写
及
び
カ
ナ
表
記
は
、
現
代
ペ
ル
シ
ア
語
標
準
語
の
音
に
可
能
な
限

り
忠
実
な
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
人
名
を
読
む
際
に
要
す
る
エ
ザ
ー
フ
ェ
の
表

記
は
省
略
す
る
こ
と
と
し
た
。

１　

十
三
世
紀
に
ペ
ル
シ
ア
に
侵
攻
し
、ペ
ル
シ
ア
文
化
揺
籃
の
地
ホ
ラ
ー
サ
ー
ン（
イ

ラ
ン
北
東
部
）
の
諸
都
市
に
壊
滅
的
な
打
撃
を
与
え
た
モ
ン
ゴ
ル
の
支
配
者
た
ち

も
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
時
代
に
は
完
全
に
イ
ス
ラ
ー
ム
化
し
て
い
た
。

 

２　

拙
稿
「
ペ
ル
シ
ア
古
典
文
学
に
み
る
表
象
│
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
「
人
間
」
へ
の
考
察
」   

　
『
総
合
文
化
研
究
』
第
五
号
六
三
〜
七
五
頁
お
よ
び
拙
稿
「「
弊
衣
」
と
ハ
ー
フ
ェ

ズ
│
そ
の
社
会
批
判
の
精
神
を
探
求
す
る
」　
『
総
合
文
化
研
究
』
第
七
号
一
五
六

〜
一
七
五
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

 

３　

原
語
で
は
、ām

adand o kandand o sukhtand o koshtand o bordand o raftand 

で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
モ
ン
ゴ
ル
は
「
留
ま
っ
た m

āndand

」
の
で
あ
る
。

 

４　

M
oḥam

m
ad M

o‘in; be kushesh-e M
ahdokht M

o‘in: Ḥ
āfeż-e shirin-

sokhan,  jeld-e avval, chāp-e dovvom
, 1370, Tehrān, p.173.

 

５　

ガ
ザ
ン
・
ハ
ー
ン
治
世
下
で
フ
ァ
ー
ル
ス
州
と
シ
ー
ラ
ー
ズ
の
太
守
に
任
ぜ
ら
れ

た
イ
ン
ジ
ュ
ー
家
の
マ
フ
ム
ー
ド
の
息
子
。

 

６　

ハ
ー
フ
ェ
ズ
や
彼
と
同
時
代
の
風
刺
詩
人
オ
ベ
イ
ド
・
ザ
ー
カ
ー
ニ
ー
が
こ
の
王

自
身
ま
た
は
こ
の
王
の
治
世
を
讃
え
た
詩
は
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。

 

７　

ハ
ー
フ
ェ
ズ
と
同
時
代
で
王
族
の
血
を
引
く
女
流
詩
人
、
ジ
ャ
ハ
ー
ン
・
マ
レ
ク
・

ハ
ー
ト
ゥ
ー
ン
の
夫
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。

 

８　
『
王
書 Shāh-nām

e

』
は
、
十
一
世
紀
に
ペ
ル
シ
ア
詩
人
フ
ェ
ル
ド
ウ
ス
ィ
ー

（
九
三
四
〜
一
〇
二
五
）
が
完
成
さ
せ
た
イ
ラ
ン
の
民
族
・
英
雄
叙
事
詩
の
こ
と
で

あ
り
、
現
代
イ
ラ
ン
人
の
誇
る
文
化
遺
産
の
一
つ
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。

 

９　

D
owlatshāh Sam

arqandi; ed. by E
dward G

. Browne: Taẕkeratosh-Sho‘arā, 

London, Leiden, 1901, p.293.

　
　

こ
の
『
詩
人
伝
』
に
対
し
て
は
、
史
実
と
は
そ
ぐ
わ
な
い
記
述
も
多
く
収
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ア
ブ
ー
・
エ
ス
ハ
ー
グ
の
没
年
も
正
確
に
は

一
三
五
七
年
が
正
し
い
よ
う
で
あ
る
。
他
の
歴
史
書
に
よ
れ
ば
、ア
ブ
ー
・
エ
ス
ハ
ー

グ
は
、
一
三
五
二
〜
一
三
五
三
年
に
モ
バ
ー
レ
ゾ
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
モ
ハ
ン
マ
ド
に

よ
っ
て
ア
ブ
ー
・
エ
ス
ハ
ー
グ
は
シ
ー
ラ
ー
ズ
を
包
囲
さ
れ
、
そ
の
後
イ
ス
フ
ァ

ハ
ー
ン
へ
逃
れ
る
も
の
の
捕
ら
え
ら
れ
、
一
三
五
七
年
に
は
殺
さ
れ
た
、
と
あ
る
。

 

10　

Lobb al-Tavārikh, N
egārestān, Fārs-nām

e-ye N
āṣeri 

の
編
者
ら
が
、
こ
の
ガ
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ザ
ル
は
シ
ェ
イ
フ
・
ア
ブ
ー
・
エ
ス
ハ
ー
グ
に
関
係
す
る
と
み
な
し
て
い
る
。

 
11　
「
ア
ブ
ー
・
エ
ス
ハ
ー
グ
」
は
王
の
名
で
あ
る
と
同
時
に
、
ホ
ラ
ー
サ
ー
ン
地
方

の
ト
ル
コ
石
を
産
出
す
る
鉱
山
の
名
前
で
も
あ
る
。
双
方
の
意
味
に
か
け
て
、
ハ
ー

フ
ェ
ズ
が
詩
に
詠
み
込
ん
だ
名
称
で
あ
る
。

 

12　

本
稿
中
の
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
作
品
は
、
ハ
ー
ン
ラ
リ
ー
版
（be taṣḥiḥ o towẓiḥ-e 

Parviz N
ātel K

hānlari: D
ivān-e Ḥ

āfeż, jeld-e avval, chāp-e avval, Tehrān, 

1359(1980), jeld-e dovvom
, chāp-e avval, 1362(1983).

）
に
依
拠
し
て
お
り
、
和

訳
は
筆
者
の
試
訳
で
あ
る
。

 

13　

盟
約
が
破
ら
れ
た
状
況
に
つ
い
て
は
、G

hiyās al-D
in b. H

om
ām

 al-D
in al-

Ḥ
oseyni; D

oktor M
oḥam

m
ad D

abir-Siyāqi: Tārikh-e Ḥ
abib al-Siyar,  jeld-e 

sevvom
, chāp-e dovvom

, 1353(1974), E
nteshārāt-e K

hayyām
, Tehrān, pp. 

281-286 

及
び Bahā’od-D

in K
horram

shāhi: Ḥ
āfeż-nām

e, Tehrān, 1366 (1987), 

p.268 

に
詳
し
い
。

 

14　

Q
āsem

 G
hani: Baḥs dar āsār o afkār o aḥvāl-e Ḥ

āfeż, jeld-e avval (Tārikh-e 

‘aṣr-e Ḥ
āfeż yā tārikh-e Fārs o m

oẓāfāt o ayālāt-e m
ojāvere dar qarn-e 

hashtom
)

（
以
下 Tārikh-e ‘aṣr-e Ḥ

āfeż 

と
省
略
す
る
）‚ chāp-e panjom

, zem
estān 

1369 (1990), enteshārāt-e zavvār, p.180.

 

15　

モ
フ
タ
セ
ブ
の
語
源
は
ア
ラ
ビ
ア
語
の
「
ヒ
ス
バ
」
で
あ
る
。「
ヒ
ス
バ
」
は
、

善
を
勧
め
悪
を
禁
じ
る
と
い
う
ム
ス
リ
ム
の
宗
教
義
務
の
一
つ
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
モ
バ
ー
レ
ゾ
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
モ
ハ
ン
マ
ド
が
「
善
行
へ
の
奨
励
と
悪
行
の
禁

止
」
に
た
い
へ
ん
熱
心
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、他
の
呼
称
で
は
な
く
「
モ
フ
タ
セ
ブ
」

が
選
ば
れ
敢
え
て
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

 

16　

ガ
ー
ヌ
ー
ン
は
弦
楽
器
の
一
種
。
二
本
の
ば
ち
で
演
奏
す
る
。
サ
ン
ト
ゥ
ー
ル
ほ

ど
音
の
反
響
は
な
い
。

 

17　

タ
ン
バ
リ
ン
に
似
た
打
楽
器
の
一
種
。

 

18　

Q
āsem

 G
hani: Tārikh-e ‘aṣr-e Ḥ

āfeż, p.181.

 

19　

ibid., p.187.

 

20　

loc. cit.

 

21　

和
訳
の
み
で
は
理
解
し
づ
ら
い
と
感
じ
た
ガ
ザ
ル
に
は
、
筆
者
の
初
の
試
み
と
し

て
本
論
考
で
解
説
を
付
し
た
。

 

22　

敬
虔
な
ム
ス
リ
ム
か
つ
指
導
的
立
場
に
あ
っ
た
シ
ェ
イ
フ
・
サ
ン
ア
ー
ン 

Sheykh Ṣan‘ān 

は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
娘
に
恋
を
し
、
す
べ
て
を
捨
て
て
愛
に

生
き
る
。
詳
細
は
、拙
稿
「
ハ
ー
フ
ェ
ズ
詩
注
解
（
一
）」『
東
京
外
国
語
大
学
論
集
』

第
六
八
号
を
参
照
さ
れ
た
い
。

 

23　

詳
細
は
、
拙
稿
「
ペ
ル
シ
ア
古
典
文
学
に
み
る
表
象
│
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
「
人
間
」

へ
の
考
察
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

 

24　

M
oḥam

m
ad M

o‘in: Ḥ
āfeż-e shirin-sokhan, p.198. 

及
び Q

āsem
 G

hani:

  
Tārikh-e ‘aṣr-e Ḥ

āfeż, p.183.

 

25　

ベ
イ
ト beyt

は
詩
の
一
行
を
さ
す
。
古
典
ペ
ル
シ
ア
詩
で
は
、
一
ベ
イ
ト
は
二

つ
の
メ
ス
ラ
ー m

eṣrā‘

（
半
句
）
か
ら
成
る
。

 

26　

Q
āsem

 G
hani: Tārikh-e ‘aṣr-e Ḥ

āfeż, p.181.

 

27　

ガ
ス
ィ
ー
デ
は
詩
の
形
式
上
ベ
イ
ト
数
が
多
い
た
め
、
紙
幅
の
都
合
上
部
分
的
に

抜
粋
し
て
紹
介
す
る
。
ま
た
、
こ
の
ガ
ス
ィ
ー
デ
は
訳
出
以
上
の
説
明
の
必
要
性

を
感
じ
な
か
っ
た
た
め
、
解
説
は
付
さ
な
か
っ
た
。

 

28　

be taṣḥiḥ o towẓiḥ-e Parviz N
ātel K

hānlari: D
ivān-e Ḥ

āfeż, pp.1031-1034.

 

29　

こ
の
ゲ
ト
エ
に
も
そ
の
必
要
性
を
感
じ
な
か
っ
た
た
め
、
解
説
は
付
さ
な
か
っ
た
。

 

30　

D
oktor Ḥ

oseyn-‘A
li H

aravi: Sharḥ-e ghazal-hā-ye Ḥ
āfeż, chāp-e sevvom

, 

Tehrān, 1369 (1990), pp.1193-1194. (

原
文
は Tārikh-e Ā

l-e M
ożaffar, p.125.)

 
31　

詳
細
は
、
拙
稿
「
ペ
ル
シ
ア
古
典
文
学
に
み
る
表
象
│
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
「
人
間
」

へ
の
考
察
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

 

32　

詳
細
は
、拙
稿
「「
弊
衣
」
と
ハ
ー
フ
ェ
ズ
│
そ
の
社
会
批
判
の
精
神
を
探
求
す
る
」

を
参
照
さ
れ
た
い
。



1 2 2

私 は 生 涯 に お い て 、 唯 一 人 の 男 と 一 人 の 女 以 外 の 者 を 見 な か っ た 。 そ の 女と は 、 フ ァ ー テ メ ＝ イ

ェ ・ ネ イ シ ャ ー ブ ー リ ー で あ っ た 。 彼 女 が 体 験 し て

い な い 、 神 秘 道 の い か な る 階 梯 も な い こ と を 私 は 知 っ た 。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

̶
̶

 バ ー ヤ ズ ィ ー ド ・ バ ス タ ー ミ ー

 

¹

は じ め に
　

イ ス ラ ー ム に お け る 女 性 の 人 格 と 権 利 の 問 題 は 、 こ こ 数 十 年 に お い
て イ ス ラ ー ム の 歴 史 や 文 化 の 研 究 者 た ち の 関 心 を 惹 き つ け 、 最 も 多 く議 論 さ れ て き た テ ー マ の ひ と つ で あ る 。 イ ス ラ ー ム に お け る 女 性 の 地位 に 関 す る 一 般 的 な 認 識

 
̶

̶ そ れ は 、 聖 典 ク ル ア ー ン の 法 に 定 め ら れ

た 、 女 性 の 地 位 と 役 割 に 対 す る 無 知 の 証 で あ る の だ が

 
̶

̶ 西 欧 に お い

て 次 の よ う な 一 般 論 を 生 じ さ せ た 。 す な わ ち 、 ム ス リ ム 女 性 は 、 長 い歴 史 の 中 で 、 イ ス ラ ー ム 法 に よ っ て 虐 げ ら れ て き た の で あ り 、 学 問 と文 化 の 領 域 に お い て 、 い か な る 役 割 も も た な か っ た の だ と い う 誤 っ た見 解 で あ る 。 こ こ 数 十 年 に 行 わ れ た 極 め て 広 範 な 研 究 は 、 ク ル ア ー ンに 立 脚 し た 女 性 の 権 利 の 問 題 を 論 じ て き た 。 そ れ に よ れ ば 、 イ ス ラ ーム は （ 人 類 の ） 創 造 と 信 仰 、 報 い と 罰 、 そ し て 、 人 間 の 基 本 的 な 権 利の 多 く の 領 域 に お い て 、 男 女 平 等 の 原 理 に 基 づ い た 女 性 の 権 利 と 地 位

を 、 そ れ 以 前 に 発 生 し た 諸 宗 教 よ り も 高 め た の で あ る 。

²

　

し
か し 、 イ ス ラ ー ム 社 会 に 限 ら ず 、 人 間 社 会 の 歴 史 は 男 性 優 位 の 非

常 に 長 い 時 期 を 経 て き た 。 そ の 間 、 権 力 と ペ ン と が 、 当 然 、 男 性 の 手に あ っ た こ と を 考 え あ わ せ る な ら ば 、 イ ス ラ ー ム の 教 義 は 、 長 い 歴 史に お い て 、

 
̶

̶ 他 の 多 く の 宗 教 の 教 義 に お け る の と 同 様 に

 
̶

̶ 女 性

に 関 わ る 多 く の 領 域 に お い て 本 来 の 姿 か ら 逸 脱 し 、 と く に 女 性 に 対 して 社 会 的 存 在 で あ る こ と を 禁 じ 、 女 を 従 順 な も の と し て お く た め に 多く の 倫 理 的 な 法 を 定 め て き た 。

³ そ し て 、 そ れ ら の 法 に 正 当 性 を 与 え

る た め 、 と き に ハ デ ィ ー ス ﹇ 預 言 者 の 言 行 に つ い て の 伝 承 集 ﹈ と ス ンナ ﹇ 預 言 者 の 言 動 に 基 づ く 慣 行 と 範 例 ﹈ に 論 拠 を 求 め た の で あ る （ な お 、﹇

 ﹈ 内 は 、 訳 者 に よ る 解 説 を 示 し て い る ）  。

　

法 学 者  （ ア ー リ ム ）  や ム ジ ュ タ ヒ ド  ﹇ イ ス ラ ー ム 法 の 解 釈 行 為  （ イ ジ ュ
テ ィ ハ ー ド ） の 資 格 を 有 す る 学 者 ﹈  、 ハ デ ィ ー ス 学 者 、 ス ー フ ィ ー 、 クル ア ー ン 注 釈 者 の 中 に も 女 性 た ち が い た こ と は 、 イ ス ラ ー ム 文 化 の 歴史 全 体 に お い て 明 ら か で あ る 。 イ ス ラ ー ム 文 化 の 形 成 と 伝 播 に お い て様 々 な 役 割 を 担 っ た 絶 対 多 数 の 男 性 に 対 し 、 女 性 の 数 が 極 め て 限 ら れて い る と し て も 、 重 要 な の は 彼 女 た ち が 存 在 し て い た と い う 事 実 で ある 。 歴 史 上 、 こ う し た 女 た ち の 名 と 評 伝 が 記 さ れ る 際 に は 、 否 応 な しに 執 筆 者 で あ る 男 性 た ち の 見 解 と 意 向 に 基 づ く も の と な っ て お り 、 伝

初 期 イ ス ラ ー ム の 女 性 神 秘 家 た ち

　 　

メ ソ ポ タ ミ ア の 禁 欲 神 秘 主 義 か ら

 ホ ラ ー サ ー ン 派 神 秘 主 義 ま で

ザ フ ラ ー ・ タ ー ヘ リ ー ／ 前 田 君 江 訳
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記
の
執
筆
者
は
、
女
性
に
つ
い
て
は
記
述
し
な
い
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。
こ
の
点

を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
一
部
の
伝
記
集
成
執
筆
者
、
ス
ー
フ
ィ
ー
、
歴
史
家
ら
に

よ
る
書
の
中
で
女
性
に
関
す
る
記
述
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
時
代
の

社
会
に
お
い
て
、
女
た
ち
が
記
述
対
象
と
さ
れ
る
べ
き
位
置
づ
け
に
あ
っ
た
こ
と

を
示
し
て
お
り
、
さ
ら
に
、
彼
女
ら
の
存
在
が
無
視
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
を
示
唆
し
て
い
る
。
現
存
す
る
史
料
の
う
ち
、
女
性
た
ち
の
小
伝
を
独
立
し
た

形
で
議
論
の
対
象
と
し
て
い
る
も
の
は
ご
く
僅
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
多
く
の
史

料
に
女
た
ち
に
つ
い
て
の
記
述
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
は
、
そ
の
こ
と
自
体
、
彼
女

ら
の
社
会
的
地
位
を
一
定
程
度
示
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
初
期
の
三
世
紀
に
「
ア
ー
ビ
ド
」﹇
敬
虔
主
義
者
、
イ
バ
ー
ダ
を

行
う
者
。
と
く
に
、
イ
バ
ー
ダ
を
重
視
し
、
過
度
な
ま
で
に
実
践
す
る
者
を
指
す
。

イ
バ
ー
ダ
と
は
、
通
常
、
個
々
の
信
者
が
負
う
礼
拝
や
断
食
、
喜
捨
な
ど
の
宗
教

的
義
務
を
指
す
﹈
や
法
学
者
、ス
ー
フ
ィ
ー
で
あ
っ
た
女
た
ち
の
評
伝
に
関
し
て
は
、

ア
ブ
ー
・
ア
ブ
ド
ゥ
ッ
ラ
フ
マ
ー
ン
・
ス
ラ
ミ
ー
（936
没
）
が
、
ホ
ラ
ー
サ
ー

ン
と
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
八
十
人
の
女
性
の
生
涯
と
彼
女
ら
の
言
葉
を
、『
女
性
神
秘

主
義
敬
虔
家
た
ち
の
記
述
』（
以
下
、『
女
性
神
秘
主
義
敬
虔
家
た
ち
』
と
略
す
）⁴
に

お
い
て
記
し
て
い
る
。
本
稿
の
執
筆
に
は
、
主
に
同
文
献
を
使
用
し
た
。
こ
れ
に

よ
れ
ば
、
イ
ス
ラ
ー
ム
初
期
の
二
世
紀
﹇
西
暦
七
世
紀
、
八
世
紀
、
九
世
紀
初
頭
﹈

に
は
、
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
禁
欲
主
義
神
秘
家 zāhed-ṣūfī 

の
中
に
も
多
く
の
女
性

が
い
た
。
ま
た
、
三
世
紀
﹇
西
暦
九
世
紀
中
期
〜
十
世
紀
初
頭
﹈
に
は
、
ホ
ー
ラ
ー

サ
ー
ン
が
女
性
ス
ー
フ
ィ
ー
の
中
心
地
と
な
り
、
彼
女
た
ち
は
自
ら
の
神
秘
体
験

を
自
ら
語
り
、
ま
た
、
フ
ト
ゥ
ー
ワ
（「
自
我
否
定
の
精
神
」futūwa

、
原
義
は
「
若

者
ら
し
ら
、
男
気
」、〈
第
一
期
、
１
〉
も
参
照
）
や
「
ス
ィ
ド
ゥ
グ
」（
真
実
を
語
る
こ
と
）

に
つ
い
て
指
導
し
て
い
た
と
い
う
。

　

ス
ラ
ミ
ー
は
、『
女
性
神
秘
主
義
敬
虔
家
た
ち
』
を
、
女
性
ス
ー
フ
ィ
ー
の
み
の

伝
記
を
収
め
た
単
独
の
書
と
し
て
記
し
た
の
で
あ
り
、
決
し
て
、『
ス
ー
フ
ィ
ー
の

階
層
的
分
類
』
の
一
部
と
し
て
著
し
た
の
で
は
な
い
。
ま
た
、ジ
ャ
ー
ミ
ー
は
、『
神

聖
な
る
お
方
の
親
交
の
息
吹
』（
以
下
、『
親
交
の
息
吹
』
と
略
す
）
の
執
筆
に
際
し
、

『
女
性
神
秘
主
義
敬
虔
家
た
ち
』
に
依
拠
し
て
お
り
、『
親
交
の
息
吹
』
の
最
後
の

一
章
を
、
女
性
ス
ー
フ
ィ
ー
の
記
述
に
あ
て
て
い
る
。
こ
の
中
で
、「（
ス
ラ
ミ
ー

が
）
ア
ー
ビ
ド
の
女
た
ち
と
霊
知
者
（
ア
ー
リ
フ
）
の
女
た
ち
に
つ
い
て
、﹇『
ス
ー

フ
ィ
ー
の
階
層
的
分
類
』
と
は
﹈
別
に
書
を
集
成
し
た
」⁵
と
記
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
た
と
え
、
ス
ラ
ミ
ー
が
『
ス
ー
フ
ィ
ー
の
階
層
的
分
類
』

に
お
い
て
記
述
し
た
男
性
ス
ー
フ
ィ
ー
ら
の
数
に
対
し
て
、
女
性
ス
ー
フ
ィ
ー
の

数
が
僅
か
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ヘ
ジ
ュ
ラ
暦
四
世
紀
の
末
﹇
西
暦
十
世
紀
末
〜

十
一
世
紀
初
め
﹈
に
女
性
ス
ー
フ
ィ
ー
の
み
を
収
め
た
列
伝
を
著
し
た
と
い
う
こ

と
は
、
女
た
ち
が
こ
の
領
域
に
お
い
て
取
り
上
げ
る
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
ま
た
、
イ
ブ
ン
・
ジ
ャ
ウ
ズ
ィ
ー
（1200/1

没
）﹇
バ
グ
ダ
ー
ド

生
ま
れ
の
法
学
者
、
説
教
師
。
三
百
冊
以
上
に
及
ぶ
書
を
著
す
﹈
は
、『
純
粋
の
資

質
』
に
お
い
て
、
イ
ス
ラ
ー
ム
初
期
の
多
く
の
女
性
ア
ー
ビ
ド
と
ス
ー
フ
ィ
ー
に

つ
い
て
の
伝
記
を
記
し
て
お
り
、
や
は
り
先
行
文
献
と
し
て
ス
ラ
ミ
ー
の
書
を
用

い
て
い
た
。
さ
ら
に
、
他
の
神
秘
主
義
文
献
で
も
、
男
た
ち
の
生
涯
に
関
す
る
記

述
の
間
に
見
ら
れ
る
女
性
ス
ー
フ
ィ
ー
の
記
録
か
ら
、
彼
女
た
ち
の
名
や
生
涯
を

窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
中
に
は
、
四
世
紀
﹇
西
暦
十
一
世
紀
﹈ 

の
シ
ー

ラ
ー
ズ
で
、
当
時
の
慣
習
に
反
し
て
、
ア
ブ
ー
・
ア
ブ
ド
ゥ
ッ
ラ
ー
・
ム
ハ
ン
マ
ド
・

ビ
ン
・
ハ
フ
ィ
ー
フ
（
本
稿
４
参
照
）
の
修
道
所
の
門
戸
を
女
た
ち
に
も
開
い
た
、
彼

の
母
オ
ン
メ・モ
ハ
ン
マ
ド
（
本
稿
４
参
照
）
や
、フ
サ
イ
ン・ビ
ン・マ
ン
ス
ー
ル・ハ
ッ

ラ
ー
ジ
（922
没
）﹇
フ
ァ
ー
ル
ス
の
バ
イ
ザ
ー
生
ま
れ
。「
我
は
神
な
り
」
等
の
酔
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言
で
知
ら
れ
る
神
秘
家
。
不
信
仰
者
宣
言（
タ
ク
フ
ィ
ー
ル
）を
受
け
た
の
ち
処
刑
﹈

の
姉
妹
、
そ
し
て
、
小
伝
す
ら
残
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
自
ら
の
神
秘
体
験
を
語
っ

た
多
く
の
無
名
の
女
た
ち
が
い
た
。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
中
期
に
は
、
エ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
や
ホ
ラ
ー
サ
ー
ン
、
ハ
マ
ダ
ー

ン
、
タ
バ
リ
ス
タ
ー
ン
、
サ
ジ
ェ
ス
タ
ー
ン
に
お
い
て
、
女
性
の
ム
ジ
ュ
タ
ヒ
ド

や
、
ハ
デ
ィ
ー
ス
の
伝
承
者
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
の
数
は
、
サ
ム
ア
ー
ニ
ー
が

（1166/7

没
）
が
、
自
著
の
一
章
を
彼
女
た
ち
の
記
述
に
あ
て
る
ま
で
に
の
ぼ
っ

て
い
る
。
サ
ム
ア
ー
ニ
ー
は
、
ホ
ラ
ー
サ
ー
ン
と
イ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
で
彼
自
身
が

ハ
デ
ィ
ー
ス
の
教
え
を
受
け
、
ま
た
、
ハ
デ
ィ
ー
ス
伝
達
の
許
し
を
得
た
六
十
人

の
女
性
の
名
を
挙
げ
、
彼
女
ら
の
生
涯
に
つ
い
て
簡
略
な
伝
記
を
記
し
て
い
る
。⁶
ま
た
、

歴
史
記
述
に
お
い
て
も
、
ハ
テ
ィ
ー
ブ
・
バ
グ
ダ
ー
デ
ィ
ー
（1002-71

）﹇
説
教
師
。

ハ
デ
ィ
ー
ス
学
者
の
伝
記
『
バ
ク
ダ
ー
ド
の
歴
史
』
で
知
ら
れ
る
﹈
や
、ア
ブ
ド
ゥ

ル
・
ガ
ー
フ
ィ
ル
・
フ
ァ
ー
ル
ス
ィ
ー
（1134/5
没
）﹇
ニ
ー
シ
ャ
ー
ブ
ー
ル
生

ま
れ
。
同
地
の
歴
史
を
著
し
た
﹈
や
、
ハ
ム
ゼ
・
サ
フ
ミ
ー
（1079

没
）
の
よ
う

な
歴
史
家
た
ち
が
、バ
グ
ダ
ー
ド
や
ニ
ー
シ
ャ
ー
ブ
ー
ル
、ゴ
ル
ガ
ー
ン
、エ
ス
フ
ァ

ハ
ー
ン
の
女
性
ハ
デ
ィ
ー
ス
学
者
や
法
学
者
、
ス
ー
フ
ィ
ー
に
つ
い
て
記
し
て
お

り
、
こ
れ
ら
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
諸
学
に
お
け
る
女
性
の
存
在
を
一
定
程
度
示
す
も

の
と
な
っ
て
い
る
。

一　
イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義

　
「
タ
サ
ッ
ウ
フ
」（
イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
）
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
精
神
文
化
と

呼
ば
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
我
執
の
消
滅
」tazkiye-ye nafs 

と
「
内
面
の
浄
化
」

safā-ye bāṭen

、
神
秘
道
に
お
け
る
「
求
道
」seyr-o-solūk

、
存
在
の
真
理
を
識
る

過
程
で
の
神
秘
的
開
示
（
カ
シ
ュ
フ
）
と
（
直
感
的
）
認
識
（
シ
ュ
フ
ー
ド
）
を

教
義
と
す
る
思
想
的
潮
流
で
あ
る
。
神
秘
主
義
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
期
の
最
初
の
二

世
期
に
お
い
て
、
禁
欲
主
義
（
ズ
フ
ド
）
と 

（
人
間
の
神
に
対
す
る
）「
奴
隷
性
」

（
ウ
ブ
ー
デ
ィ
ー
ヤ
）
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
創
始
さ
れ
、
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
三
世
紀
、

四
世
紀
﹇
西
暦
九
〜
十
世
紀
﹈
に
は
、
神
へ
の
愛
（
マ
ハ
ッ
バ
）
と
我
執
の
消
滅
、

自
己
の
浄
化
を
強
く
打
ち
出
し
、
教
義
と
し
て
、
霊
知
（
マ
ア
リ
フ
ァ
）﹇
普
通
の

知
識
で
あ
る
と
イ
ル
ム
に
対
し
、
自
ら
体
験
に
よ
っ
て
知
る
直
観
的
知
識
﹈
を
標

榜
し
た
。
そ
し
て
、
人
間
は
神
の
魂
が
吹
き
込
ま
れ
、
神
の
形
を
真
似
て
創
造
さ

れ
た
の
で
あ
る
﹇
ク
ル
ア
ー
ン
三
二
、七 ̶

 

九
に
基
づ
く
﹈
と
信
じ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
ま
た
、
人
間
を
地
上
に
お
け
る
神
の
代
理
人
と
み
な
し
、「
己
を
識
る
者
は
彼

の
主
﹇
神
﹈
を
識
る
」
と
述
べ
る
ハ
デ
ィ
ー
ス
を
論
拠
と
し
て
、
よ
り
人
間
主
義

的
な
教
義
へ
と
変
貌
を
遂
げ
、
人
間
を
神
の
神
秘
を
映
す
鏡
と
み
な
し
た
の
で
あ

る
。
神
秘
主
義
は
、
長
い
歴
史
の
間
に
、
様
々
な
思
想
的
潮
流
や
文
化  

⁷
、
そ
し

て
、
イ
ラ
ン―

イ
ス
ラ
ー
ム
文
学
や
芸
術
、
倫
理
、
教
育
と
結
び
つ
き
、
人
間
と

神
と
の
関
係
に
対
す
る
至
高
な
る
視
点
ゆ
え
に
、
イ
ス
ラ
ー
ム
文
化
に
独
特
の
深

み
を
与
え
て
き
た
。

　

歴
史
的
に
様
々
な
思
想
が
「
タ
サ
ッ
ウ
フ
」
の
教
義
と
混
交
し
た
と
し
て
も
、

そ
れ
が
イ
ス
ラ
ー
ム
自
体
に
起
源
を
も
つ
こ
と
に
関
し
て
は
、
全
く
疑
い
は
な
い
。

こ
こ
数
世
紀
に
お
い
て
、
多
く
の
研
究
が
、
イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
の
起
源
に
つ

い
て
論
じ
て
き
た
。
そ
れ
ら
の
中
に
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
の
教
義
の
起
源

を
イ
ス
ラ
ー
ム
以
前
の
イ
ラ
ン
の
宗
教
的
教
義
、
す
な
わ
ち
、
ミ
ト
ラ
ス
教
や
ゾ

ロ
ア
ス
タ
ー
教
に
求
め
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
や
ユ
ダ
ヤ
教
、
仏
教
や
、

キ
リ
ス
ト
教
的
隠
遁
、
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
、
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
を
教
義
の
基
礎
、
あ

る
い
は
、
発
生
の
起
源
と
み
な
す
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
、
明
ら
か
で
あ
る
の
は
、
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イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
が
い
か
に
イ
ス
ラ
ー
ム
以
外
の
宗
教
教
義
や
思
想
に
影
響

を
受
け
て
い
よ
う
と
も
、
そ
の
根
本
は
ク
ル
ア
ー
ン
と
ハ
デ
ィ
ー
ス
に
あ
る
と
い

う
点
で
あ
る
。⁸

　

イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
が
、
歴
史
上
、
驚
く
べ
き
変
化
を
遂
げ
て
き
た
様
々
な

思
想
的
潮
流
の
集
積
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
全
て
の
潮
流
を
包

含
す
る
包
括
的
な
定
義
を
提
示
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
神
秘
主
義
創
始
後

の
最
初
の
三
、四
世
紀
、
す
な
わ
ち
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
初
め
の
三
、四
世
紀
に
お
い

て
は
、
極
め
て
多
様
な
神
秘
主
義
思
想
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
定
義
し
総

体
的
に
説
明
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
マ
ク
ダ
ス
ィ
ー
は
、
ス
ー
フ
ィ
ー
諸
派
に

つ
い
て
記
し
た
書
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
概
し
て
彼
ら
は
、
す
で

に
知
ら
れ
て
い
る
い
か
な
る
学
派
や
思
想
に
も
関
わ
り
を
も
た
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

彼
ら
は
心
象
や
イ
メ
ー
ジ
を
信
奉
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
ひ
と
つ
の
心
象
か
ら
他

の
心
象
へ
と
進
ん
で
い
く
か
ら
で
あ
る
。」⁹
こ
れ
ら
の
心
象
や
イ
メ
ー
ジ
は
、
次

第
に
、
い
く
つ
も
の
小
さ
な
流
れ
と
合
流
し
、
神
秘
主
義
の
教
義
と
い
う
大
き
な

河
を
生
じ
さ
せ
た
。
神
秘
道
の
教
義
は
、
ア
ッ
タ
ー
ル
の
言
う
よ
う
に
、

「
実
践
と
心
眼
の
境
地
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
暗
誦
の
学
と
口
角
泡
を
飛
ば
す

形
式
拘
泥
主
義
者
の
議
論
の
成
果
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
直
観
的
明
証
に
よ
る

も
の
で
あ
り
、
言
葉
に
よ
る
表
現
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
秘
教
的
神
秘
に
よ

る
も
の
で
あ
っ
て
、
因
習
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
神
的
霊
感
に
よ
る
も
の
で

あ
っ
て
、
後
天
的
に
獲
得
さ
れ
る
知
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。」¹⁰ 

（
ア
ッ
タ
ー

ル
、
フ
ァ
リ
ー
ド・ゥ
ッ
デ
ィ
ー
ン・ム
ハ
ン
マ
ド　

／
藤
井
守
男
訳・解
説
『
イ

ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
聖
者
列
伝
』国
書
刊
行
会
、一
九
九
八
、一
三
頁
。
以
下
、〈
藤

井
訳
『
聖
者
列
伝
』〉
と
記
す
。）  

　

神
秘
主
義
の
歴
史
に
お
い
て
、
多
く
の
ス
ー
フ
ィ
ー
や
霊
知
者
（
ア
ー
リ
フ
）

に
と
っ
て
の
問
題
が
、
自
ら
の
神
秘
体
験
を
語
る
に
足
る
言
葉
を
知
ら
な
か
っ
た

点
に
あ
る
よ
う
に
、
神
秘
主
義
の
概
念
を
ひ
と
つ
の
言
葉
や
定
義
に
当
て
は
め
る

こ
と
は
、
容
易
で
は
な
い
。
禁
欲
的
ス
ー
フ
ィ
ー
が
俗
世
か
ら
隠
遁
し
、
苦
行
（
リ

ヤ
ー
ダ
）
や
過
度
の
イ
バ
ー
ダ
に
終
始
し
て
い
た
初
期
神
秘
主
義
の
定
義
と
、
自

己
の
浄
化
と
己
を
識
る
こ
と
を
真
理
に
至
る
道
で
あ
る
と
し
た
後
期
神
秘
主
義
の

教
義
は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
の
最
初
の
数
世
紀
に
お
い
て
、

禁
欲
主
義
的
ス
ー
フ
ィ
ー
た
ち
と
神
と
の
関
係
は
、畏
怖
と
絶
対
的
信
頼
（
タ
ワ
ッ

ク
ル
）
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
後
期
に
は
、
愛
（
マ
ハ
ッ
バ
）

と
〈
識
る
こ
と
〉
が
、人
間
と
神
と
の
関
係
の
根
幹
と
な
り
、つ
い
に
、ス
ー
フ
ィ
ー

の
教
義
が
、「
己
を
識
る
者
は
、
彼
の
主
（
神
）
を
識
る
」
と
い
う
ハ
デ
ィ
ー
ス
を

論
拠
と
し
て
、
自
己
を
識
る
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
存
在
の
真
理
（
神
）
を
識
る
こ

と
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
に
至
る
。

　

ま
た
、「
タ
サ
ッ
ウ
フ
」taṣaw

w
uf 

（
神
秘
主
義
）
と
い
う
語
彙
に
つ
い
て
も
、

見
解
の
相
違
が
見
ら
れ
る
。ṣifa

﹇「
性
質
、属
性
」
の
意
﹈
や
、ṣafā

﹇「
純
潔
」
の
意
﹈

か
ら
派
生
し
た
語
で
あ
る
と
か
、falsafa

「
哲
学
」
な
ど
と
語
源
を
同
じ
く
す
る
と

の
説
さ
え
あ
る
。
し
か
し
、も
っ
と
も
広
く
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
る
説
は
、「
タ
サ
ッ

ウ
フ
」
の
語
が ṣūf 

「
羊
毛
」
か
ら
派
生
し
、「
羊
毛
の
服
を
着
て
い
る
こ
と
」
を

意
味
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、初
期
の
ス
ー
フ
ィ
ー
ら
が
、羊
毛
で
織
っ

た
粗
衣
を
着
用
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、「
タ
サ
ッ
ウ
フ
」

の
語
は
、
次
第
に
、
現
世
で
の
悦
楽
よ
り
も
禁
欲
や
苦
行
、
自
己
の
浄
化
や
己
を

識
る
こ
と
に
価
値
を
求
め
る
「
羊
毛
の
祖
衣
を
ま
と
っ
た
者
た
ち
」
の
思
想
的
潮

流
に
対
し
、
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
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神
秘
主
義
の
歴
史
は
、
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
一
世
紀
後
半
﹇
西
暦
七
世
紀
後
半
〜
八
世

紀
初
頭
﹈
に
、
禁
欲
主
義
（
ズ
フ
ド
）
の
思
想
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
。
禁
欲
主
義

者
（
ザ
ー
ヒ
ド
）
は
、
人
々
か
ら
離
れ
て
隠
棲
し
、
極
端
な
イ
バ
ー
ダ
を
行
っ
た
。

こ
の
禁
欲
主
義
と
敬
虔
さ vara̒ 

へ
の
志
向
は
、
イ
バ
ー
ダ
の
実
行
に
対
す
る
来
世

で
の
報
い
と
い
う
信
仰
に
加
え
て
、
イ
ス
ラ
ー
ム
草
創
期
の
簡
素
さ
や
平
等
の
原

理
を
踏
み
に
じ
っ
て
い
た
カ
リ
フ
制
の
実
情
に
対
す
る
反
発
で
も
あ
っ
た
。
ウ
マ

イ
ヤ
朝
カ
リ
フ
達
の
華
美
を
好
む
性
癖
や
、
権
力
の
座
に
就
い
た
ア
ラ
ブ
人
ら
の

行
動
は
、
新
た
に
ム
ス
リ
ム
と
な
っ
た
支
配
下
の
民
族
と
と
も
に
、
敬
虔
さ
と
禁

欲
を
預
言
者
の
ス
ン
ナ
と
み
な
す
人
々
に
反
感
を
呼
び
起
こ
し
た
。ザ
ッ
リ
ン
ク
ー

ブ
﹇
イ
ラ
ン
の
文
学
研
究
者
﹈
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
け
る
禁
欲
思
想
の
登
場
は
、

キ
リ
ス
ト
教
的
隠
遁
や
清
貧
と
い
っ
た
思
想
の
影
響
で
は
な
く
、当
時
の
イ
ス
ラ
ー

ム
社
会
の
状
況
に
根
源
が
あ
っ
た
と
す
る
説
を
踏
ま
え
、次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
禁
欲
と
隠
遁
を
好
む
傾
向
は
、
と
く
に
、
ウ
マ
イ
ヤ
朝
の
基
礎
で
あ
る
カ
リ
フ

制
度
を
お
お
よ
そ
一
種
の
ス
ル
タ
ン
制
に
変
容
さ
せ
た 
〈
正
統
カ
リ
フ
以
後
の
時

代
〉
に
お
い
て
、
一
部
の
人
々
の
間
で
力
を
も
ち
、
つ
い
に
は
、
一
種
の
禁
欲
運

動
と
な
る
に
至
っ
た
。
そ
れ
は
、
あ
た
か
も
、
ク
ル
ア
ー
ン
と
シ
ャ
リ
ー
ア
﹇
イ

ス
ラ
ー
ム
法
﹈
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
い
る
一
部
の
ム
ス
リ
ム
ら
の
浪
費
や
贅
沢
に

溺
れ
た
振
る
舞
い
に
対
す
る
反
発
で
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
。」¹¹

　

イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
を
創
始
し
た
ス
ー
フ
ィ
ー
ら
は
、
苦
行
や
禁
欲
、
イ
バ
ー

ダ
に
特
別
な
価
値
を
認
め
、
シ
ャ
リ
ー
ア
に
定
め
ら
れ
た
以
上
の
拘
束
を
自
ら
の

手
足
に
枷
し
て
い
た
。
法
学
者
が
解
釈
す
る
シ
ャ
リ
ー
ア
の
枠
を
、
さ
ら
に
厳
格

な
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。
実
際
、
イ
ス
ラ
ー
ム
最
初
の
二
世
紀
を
含
む
神
秘
主

義
の
初
期
に
お
い
て
、
ス
ー
フ
ィ
ー
ら
は
、
過
度
の
礼
拝
や
断
食
、
苦
行
や
空
腹
、

さ
ら
に
、
物
質
的
な
快
楽
か
ら
遠
ざ
か
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
と
の
関
係
を
築
く

こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
ス
ー
フ
ィ
ー
に
よ
る
極
端
な
イ
バ
ー

ダ
や
禁
欲
的
行
為
の
数
々
、
神
に
対
す
る
極
度
の
畏
れ
な
ど
が
、
聖
者
伝
や
神
秘

主
義
文
献
に
記
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
ハ
サ
ン
・
バ
ス
リ
ー
（728

没
）﹇
ウ
マ

イ
ヤ
朝
の
高
名
な
禁
欲
主
義
者
﹈
は
、
神
を
畏
れ
る
が
ゆ
え
、
屋
上
に
敷
い
た
礼

拝
用
敷
物
の
上
で
あ
ま
り
に
号
泣
し
た
が
た
め
に
、
彼
の
涙
は
雨
ど
い
か
ら
も
あ

ふ
れ
、
通
り
に
ま
で
流
れ
て
き
た
と
い
う
。
彼
が
笑
う
と
こ
ろ
を
誰
も
見
た
こ
と

が
な
か
っ
た
。¹²
バ
ス
リ
ー
は
、地
獄
の
業
火
を
怖
れ
て
号
泣
す
る
こ
と
を
イ
バ
ー

ダ
の
ひ
と
つ
に
挙
げ
て
い
た
。

　

初
期
の
ス
ー
フ
ィ
ー
た
ち
が
、
シ
ャ
リ
ー
ア
の
規
定
を
は
る
か
に
越
え
た
禁
欲

や
イ
バ
ー
ダ
を
行
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
彼
ら
に
関
し
て
残
さ
れ
て
い
る
伝
承

の
な
か
で
留
意
す
べ
き
は
、
イ
バ
ー
ダ
と
実
践
（
ア
マ
ル
）
を
強
調
す
る
一
方
で
、

「
愛
」（
マ
ハ
ッ
バ
）
と
「
心
」（
デ
ィ
ル
）
に
大
き
な
価
値
を
認
め
て
お
り
、
現
世

で
の
罰
を
心
の
死
に
あ
る
と
み
な
し
て
い
た
点
で
あ
る
。¹³
そ
し
て
、こ
の
こ
と
は
、

後
の
時
代
の
神
秘
主
義
の
変
遷
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。

　

神
秘
主
義
が
確
立
し
た
初
期
の
時
代
か
ら
、
女
性
ス
ー
フ
ィ
ー
の
存
在
を
示
す

記
述
が
残
さ
れ
て
い
る
。
彼
女
ら
に
つ
い
て
の
小
伝
や
、神
秘
道
導
師
が
女
性
ス
ー

フ
ィ
ー
の
言
葉
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
こ
う
し
た
女
た
ち
の
様
子
を

窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
神
秘
主
義
の
歴
史
の
第
二
期
に
お
い
て
、
神
秘
主
義

の
教
義
の
根
幹
は
、
神
へ
の
愛
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
至
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
変

遷
の
基
礎
を
築
い
た
者
た
ち
の
ひ
と
り ̶

̶
 

一
部
の
研
究
者
に
よ
れ
ば
、
主
た
る

創
始
者 ̶

̶
 

は
、
女
性
で
あ
っ
た
。
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̶̶̶̶　文化表象としての〈イスラーム〉　̶̶̶̶

二　
神
秘
主
義
と
女
性

　

神
秘
主
義
に
関
す
る
諸
文
献
を
概
観
す
る
な
ら
ば
、
神
秘
主
義
と
は
男
性
の
教

派
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
何
千
人
と
い
う
男
性
ス
ー
フ
ィ
ー
の
数
に
対
し
、
女

性
ス
ー
フ
ィ
ー
は
、
ご
く
僅
か
で
あ
る
。
ス
ー
フ
ィ
ー
の
慣
習
的
作
法
の
記
述
に

お
い
て
も
、
女
性
ス
ー
フ
ィ
ー
に
関
す
る
言
及
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
神
秘
道
へ
の

入
道
の
作
法
に
始
ま
り
、
修
行
所
（
ハ
ー
ン
カ
ー
）
で
の
修
行
と
そ
の
運
営
に
至

る
ま
で
、
す
べ
て
、
男
性
の
世
界
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
た
。
ス
ー
フ
ィ
ー
ら
は
、

神
秘
主
義
が
、
性
や
名
や
人
種
の
違
い
に
よ
る
壁
を
越
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
も
の

で
あ
る
と
主
張
し
、
神
へ
の
畏
怖
や
内
面
浄
化
に
基
づ
く
神
秘
修
行
に
邁
進
し
な

が
ら
、
神
秘
主
義
の
基
礎
が
、
自
己
の
本
質
、
そ
し
て
、
自
己
と
神
と
の
関
係
の

う
え
に
の
み
築
か
れ
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
た
。
し
か
し
、
神
秘
主
義
の

文
献
に
お
い
て
、
女
が
男
性
の
求
道
の
障
害
に
な
る
も
の
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
も
、
女
た
ち
に
と
っ
て
、
神
秘
主
義
の
世
界
に
入
る
こ
と
が
容
易
で

は
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

女
性
は
、
神
秘
主
義
の
修
行
の
過
程
に
お
い
て
、
自
身
の
性
を
排
除
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
あ
る
人
間
の
性
質
の
大
部
分
を
占
め
る
も
の
を
手
放
す
こ
と

は
、
至
極
困
難
で
あ
る
た
め
、
そ
の
者
の
存
在
は
切
り
捨
て
ら
れ
る
よ
り
ほ
か
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
大
半
の
偉
大
な
ス
ー
フ
ィ
ー
は
、
ア
ッ
タ
ー
ル
の
言
葉
を
借

り
る
な
ら
、
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
。

「
真
理
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
、
神
の
徒
と
言
わ
れ
る
人
び
と
は
、
唯
一
性
の
中
に

無
と
帰
し
た
人
た
ち
の
こ
と
で
あ
り
、
唯
一
な
る
神
に
お
い
て
は
、
我
と
汝
の

個
々
の
存
在
が
消
滅
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
し
て
、
男
と
女
と
い
う
存
在
自

体
が
ど
う
し
て
あ
り
続
け
よ
う
か
」（
藤
井
訳
『
聖
者
列
伝
』
五
二
頁
）

　

し
か
し
、
ア
ッ
タ
ー
ル
で
さ
え
、
ラ
ー
ビ
ア
の
よ
う
な
偉
大
な
女
性
ス
ー
フ
ィ
ー

に
関
す
る
記
述
を
引
き
合
い
に
出
し
、「
彼
女
こ
そ
は
…
世
の
人
々
に
と
っ
て
の
確

た
る
証
で
あ
っ
た
。（
藤
井
訳
『
聖
者
列
伝
』
五
二
頁
）」
と
述
べ
る
際
に
、
な
ぜ

女
の
名
を
聖
者
列
伝
に
記
述
す
る
の
か
と
彼
に
尋
ね
る
で
あ
ろ
う
者
た
ち
を
想
定

し
て
い
る
。
彼
は
、
ラ
ー
ビ
ア
に
つ
い
て
の
記
述
の
最
初
に
次
の
よ
う
に
記
し
て

い
る
。
彼
は
、
そ
の
者
た
ち
に
こ
う
答
え
よ
う
と
し
て
い
た
の
だ
。

「『
誠
に
ア
ッ
ラ
ー
は
あ
な
た
方
の
外
見
の
姿
に
は
と
ら
わ
れ
な
い
』﹇
ハ
デ
ィ
ー

ス
﹈
と
。
姿
形
で
は
な
く
、
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
善
は
実
現
す
る
」

（
藤
井
訳
五
一
頁
）

　

彼
の
考
え
の
確
た
る
論
拠
と
は
以
下
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

「
女
が
至
高
な
る
神
の
道
に
あ
っ
て
一
人
の
神
の
人
で
あ
る
時
、
彼
女
を
女
と
す

る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
…
ラ
ー
ビ
ア
の
こ
と
は
男
性
に
並
べ
て
述
べ
る
こ
と
が
で

き
る
は
ず
だ
」（
藤
井
訳
藤
井
訳
『
聖
者
列
伝
』
五
一 ̶

 

二
頁
）¹⁴

　

ま
た
、
バ
ー
ヤ
ズ
ィ
ー
ド
・
バ
ス
タ
ー
ミ
ー
（874/5

没
）﹇
バ
ス
タ
ー
ム
に
生

ま
れ
た
、
イ
ラ
ン
最
大
の
ス
ー
フ
ィ
ー
、
神
秘
道
導
師
﹈
に
つ
い
て
も
、
次
の
よ

う
な
伝
承
が
あ
る
。
彼
は
、
こ
う
述
べ
た
と
い
う
。

「
女
の
姿
を
し
た
男
（
の
能
力
を
備
え
し
者
）
を
見
た
い
者
は
、フ
ァ
ー
テ
メ
（
原

著
者
注
：
オ
ン
メ
・
ア
リ
ー
）（
後
述
、
２
(1)
参
照
）
を
見
る
が
い
い
。」¹⁵
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神
秘
道
の
階
梯
を
進
ん
で
い
く
「
旅
人
」（
サ
ー
リ
ク
）
が
、
修
道
の
過
程
に
お

い
て
、
性
や
人
種
、
名
や
名
声
か
ら
己
を
解
放
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
て
も
、
弱
き

性
と
し
て
の
女
に
対
す
る
神
秘
主
義
の
視
点
は
、
女
性
を
対
等
の
存
在
と
し
て
見

る
こ
と
が
で
き
る
否
か
と
い
う
こ
と
以
上
に
根
深
い
も
の
で
あ
っ
た
。
神
へ
の
愛

に
身
を
捧
げ
、「（
名
の
あ
る
）
男
た
ち
に
受
け
容
れ
ら
れ
し
者
」m

aqbūl al-rijāl 

で
あ
る
ラ
ー
ビ
ア
の
よ
う
な
人
物
に
さ
え
、
女
で
あ
る
が
故
に
、「
弱
き
者
﹇
女
﹈」

ẓa̒
īfe 

と
語
り
か
け
る
の
で
あ
る
。

　

イ
ブ
ラ
ー
ヒ
ー
ム
・
ア
ド
ハ
ム
（728/9-77

）﹇
禁
欲
主
義
者
。
バ
ル
フ
の
王
族

の
出
と
も
言
わ
れ
る
﹈
が
巡
礼
の
た
め
メ
ッ
カ
へ
辿
り
着
い
た
と
き
、
カ
ア
バ
神

殿
が
見
あ
た
ら
な
か
っ
た
。
彼
が
嘆
く
と
、
天
界
か
ら
声
が
し
た
。

「『
カ
ア
バ
は
、
こ
ち
ら
に
向
か
っ
て
来
る
一
人
の
女 ( ẓa̒

īfe) 

を
出
迎
え
に
行
っ

て
な
い
の
だ
』」（
藤
井
訳
『
聖
者
列
伝
』
五
八
頁
、
下
線
部
は
前
田
が
加
え
た
） 

　

そ
し
て
、
つ
い
に
、
ラ
ー
ビ
ア
が
自
ら
の
神
秘
体
験
に
お
い
て
、「
男
（
ス
ー

フ
ィ
ー
）
た
ち
の
王
」tāj al-rijāl 

の
地
位
に
到
っ
た
と
き
で
さ
え
、
彼
ら
は
、
彼

女
を
「
女
な
ら
ぬ
、男
」(16)

と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
ま
た
、『
神
秘
主
義
聖
者
列
伝
』

に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
も
あ
る
。

「
サ
ー
リ
フ
・
ム
ッ
リ
ー
（788/9

没
）
は
、
神
の
館
の
扉
を
叩
く
な
ら
そ
の

扉
は
す
ぐ
さ
ま
開
く
で
あ
ろ
う
と
言
っ
た
。
あ
る
時
、
ラ
ー
ビ
ア
が
彼
の
説
教

の
座
に
参
席
し
、
言
っ
た
。『
何
故
、
そ
の
扉
が
閉
じ
て
お
り
、
開
く
で
あ
ろ
う

な
ど
ど
言
う
の
で
す
か
。
そ
の
扉
は
決
し
て
閉
じ
て
い
る
こ
と
な
ど
な
く
、
再

び
開
く
な
ど
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
す
。』
サ
ー
リ
フ
は
、
言
っ
た
。『
驚
く

べ
き
こ
と
よ
、
無
知
な
男
、
そ
し
て
、
賢
き
弱
き
女( zanī ẓa̒

īf o dānā)

。』」¹⁷

　

ま
た
、〈
女
性
〉
性
は
、
ス
ー
フ
ィ
ー
が
そ
れ
か
ら
護
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

危
険
な
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
カ
ラ
ー
バ
ー
ズ
ィ
ー
﹇
ホ
ラ
ー
サ
ー
ン
の
ス
ー

フ
ィ
ー
。「
結
び
」
参
照
﹈
や
フ
ジ
ュ
ウ
ィ
ー
リ
ー
（1009/10-1072or76

）﹇
ガ

ズ
ナ
出
身
の
神
秘
家
﹈
は
、
最
も
古
い
神
秘
主
義
文
献
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
る
『
隠

さ
れ
た
る
も
の
の
開
示
』
の
中
で
、
女
を
、
人
類
創
造
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
、

宗
教
や
男
の
世
界
を
か
き
乱
す
も
の
と
捉
え
て
い
た
。¹⁸ 

ま
た
、他
の
多
く
の
ス
ー

フ
ィ
ー
の
言
葉
に
お
い
て
も
、こ
れ
に
類
し
た
表
現
が
散
見
さ
れ
る
。
フ
ジ
ュ
ウ
ィ

リ
ー
な
ど
の
ス
ー
フ
ィ
ー
は
、
自
著
の
中
で
、 ̶

̶
 

ラ
ー
ビ
ア
以
外
の ̶

̶
 

女

性
ス
ー
フ
ィ
ー
の
名
は
挙
げ
て
い
な
い
。
彼
ら
は
、
女
の
知
性
と
宗
教
に
お
け
る

欠
陥
を
、
彼
女
の
精
神
的
上
昇
の
道
を
妨
げ
る
も
の
と
み
な
し
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。
ま
た
、
通
常
、
ラ
ー
ビ
ア
も
、
実
在
の
人
物
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
伝

説
上
の
人
物
と
し
て
語
ら
れ
る
。
ズ
ン
・
ヌ
ー
ン
・
ミ
ス
リ
ー
（859or861

没
）

﹇
エ
ジ
プ
ト
に
生
ま
れ
た
高
名
な
ス
ー
フ
ィ
ー
﹈
は
、
女
性
か
ら
何
か
を
受
け
取
る

こ
と
を
屈
辱
で
あ
り
恥
辱
あ
る
と
み
な
し
て
い
た
。
ア
ブ
ー・ハ
フ
ス・ネ
イ
シ
ャ
ー

ブ
ー
リ
ー
（893

頃
没
）﹇
ニ
ー
シ
ャ
ー
ブ
ー
ル
の
神
秘
道
導
師
﹈
は
、
女
た
ち
に

つ
い
て
の
伝
承
を
、（
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
観
点
か
ら
）
望
ま
し
く
な
い
と
考
え
て
い

た
。¹⁹ 

ま
た
、
バ
ー
ヤ
ズ
ィ
ー
ド
の
も
の
と
さ
れ
る
次
の
よ
う
な
言
葉
が
残
さ
れ

て
い
る
。

「
私
は
神
に
願
っ
た
。
私
の
目
に
は
、
女
た
ち
を
、
壁
に
変
え
て
く
だ
さ
い
ま
す

よ
う
に
、
そ
し
て
、
私
の
目
に
は
（
壁
と
女
た
ち
が
）
同
じ
も
の
と
な
り
ま
す
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よ う に

。」

² ⁰

　

同 様 の 言 葉 は 、 ア ブ ー ・ エ ス ハ ー ク ・ カ ー ゼ ル ー ニ ー （

11
3
7/

8

没 ）

に も 見 ら れ る 。 し か し 、 こ れ ら の ス ー フ ィ ー た ち は 、 自 ら と 同 時 代 の敬 虔 主 義 者 や 霊 知 者 の 女 た ち と 接 す る こ と に よ っ て 、 こ う し た 考 え を改 め て い る 。 ア ブ ー ・ ハ フ ス は 、 オ ン メ ・ ア リ ー と の 邂 逅 の 後 、 ま た 、ズ ン ・ ヌ ー ン は 、 フ ァ ー テ メ ＝ ィ エ

=

ネ イ シ ャ ー ブ ー リ ー と 出 会 っ た

の ち 、 女 性 の 地 位 と 性 質 に 対 す る 彼 ら の 見 解 を 変 え た の で あ る 。 こ の点 に お い て 、 バ ー ヤ ズ ィ ー ド の 人 生 は 極 め て 興 味 深 く 、 議 論 に 値 す る 。■　

第 一 期

　

禁 欲 主 義 的 神 秘 主 義 の 時 代

　

イ ス ラ ー ム 最 初 の 一 世 紀 末 、 ハ サ ン ・ バ ス リ ー と ソ フ ィ ヤ ー ン ・ サ
ウ リ ー （

7
7
8

没 ）  ﹇ 高 名 な 法 学 者 ﹈ と 同 時 代 に は 、 神 に 近 づ く た め に

禁 欲 行 を 行 っ た 最 初 の 女 性 た ち に つ い て の 記 述 が 見 ら れ る 。 彼 女 らは 、 ク ル ア ー ン の 解 釈 と ハ デ ィ ー ス 伝 承 の 引 用 に 精 通 し て お り 、 神 を畏 れ て 号 泣 す る こ と と 苦 行 と に 大 い な る 価 値 を 認 め て い た 。 過 度 に イバ ー ダ を 行 い 、  神 を 畏 れ 、  最 後 の 審 判 の 日 に 下 さ れ る 罰 を 怖 れ る こ と が 、こ の 時 代 の 禁 欲 主 義 者 た ち に 最 も 顕 著 な 特 徴 で あ る 。 こ の 時 代 に バ スラ に 暮 ら し 、 イ ス ラ ー ム に 帰 依 し た 第 二 世 代 に あ た る 「 ア ー ビ ド 」 や禁 欲 主 義 者 と し て 、  モ ア ー ゼ ＝ イ ェ  ・  ア ダ ヴ ィ ー イ ェ 、  シ ャ バ ケ ＝ ィ エ  ・バ ス リ ー ィ エ 、 そ し て 、 ハ フ セ ＝ ィ エ ・ ス ィ ー リ ー ン な ど の 名 を 挙 げる こ と が で き る 。

　

モ ア ー ゼ ＝ イ ェ ・ ア ダ ヴ ィ ー イ ェ

Mu‘ā
d
ha 

bi
nt ‘

Ab
d 

all
h 

al-‘
A
da

wīya 

は 、 ヒ ジ ュ ラ 暦 一 世 紀 の 後 半 ﹇ 西 暦 七 世 紀 末 〜 八 世 紀 初 頭 ﹈ の 人 物 であ り 、 イ ブ ン ・ ジ ャ ウ ズ ィ ー に よ れ ば 、 ハ サ ン ・ バ ス リ ー が 彼 女 に つい て 伝 え て い る 。 神 へ の 「 近 接 」  （ タ カ ッ ル ブ ） の た め に 彼 女 が 取 っ てい た 方 法 は 、 イ バ ー ダ と 泣 く こ と 、 そ し て 、 睡 眠 欲 を 制 す る こ と で あ った 。 ス ラ ミ ー は 、 彼 女 の 朋 友 の う ち 、 オ ナ イ セ

=

イ ェ ・ ベ ン テ ・ ア ム

ル

 Unaysa 
bi

nt ‘
A

mr ([
Dhi

kr 
al-

Nis
wa], 

p.74)

に つ い て 、 ま た 、 彼 女 の 弟 子

の う ち 、 オ ン メ ・ ア ス ヴ ァ デ ・ ア ダ ヴ ィ ー イ ェ

 U
m

m al-
As

wa
d 

bi
nt 

Zayd 

al-‘
A
da

wīya ([
Dhi

kr al-
Nis

wa], 
p.75) に つ い て 記 し て い る 。

²¹

　

ま た 、 シ ャ バ ケ

=

ィ エ ・ バ ス リ ー ィ エ

Shabaka 
al-

Baṣrīya
 に は 、 弟 子

た ち が お り 、  彼 女 の 家 の 地 下 室 で 、  彼 ら に 苦 行 や 己 と の 闘 い （ ム ジ ャ ーハ ダ ）  、 そ し て 、 神 秘 道 の 実 践 （ ア マ ル ） の 方 法 を 教 え て い た 。

² ²

　

ハ フ セ ＝ ィ エ ・ ス ィ ー リ ー ン

Ḥafṣa 
bi

nt 
Sīrī

n. 
uk

ht 
Mu

ḥa
m

ma
d 

b. 
Sīrī

n
 

は 、 バ ス ラ に 住 み 、  「 神 の 本 質 の 顕 現 と 奇 蹟 を 備 え し 者 」

ṣā
ḥibat  āyāt 

wa 

karā
māt に し て 、 ク ル ア ー ン の 読 誦 と 解 釈 に お い て 高 い 権 威 を も っ て

い た 。 彼 女 の 兄 弟 で あ る ム ハ ン マ ド ・ ビ ン ・ ス ィ ー リ ー ン （

7
2
8/

9

没 ）

は 、 ク ル ア ー ン の 読 誦 に 関 し て 難 解 な 問 題 に つ き あ た る と 、 明 快 な 回答 を 得 る た め に 質 問 者 を ハ フ セ の も と に 送 っ た と い う 逸 話 が あ る 。 また 、 ハ シ ャ ー ム ・ ビ ン ・ ヘ ッ サ ー ン は 次 の よ う に 言 っ た と 記 さ れ て い る 。「 私 は ハ サ ン ﹇ ・ バ ス リ ー ﹈ と イ ブ ン ・ ス ィ ー リ ー ン に 会 っ た 。 し か し 、彼 ら の い ず れ も 、 ハ フ セ 以 上 に は 叡 智 あ る 者 で は な か っ た 。  」

² ³

　

イ ス ラ ー ム 的 禁 欲 主 義 の 時 代 と 呼 び う る こ の 時 期 の 女 た ち の う ち 、
多 く は 、  「 イ バ ー ダ に 邁 進 す る 者 」

muta‘abbid

、 説 教 師 （ ワ ー イ ズ ）  、

 ハ

デ ィ ー ス の 伝 達 者 と し て 記 さ れ て い る 。 ま た 、 彼 女 た ち の 中 に は 、  ﹇ バ
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ス ラ の ﹈ オ バ イ デ ・ ベ ン テ ・ ア リ ー ・ ケ ラ ー ブ
 ‘

U
bayda 

bi
nt 

Abī 
Kilāb 

の よ う に 、 イ ジ ュ テ ィ ハ ー ド や 卓 越 し た 説 教 に お い て 、 同 時 代 に 唯 一無 二 の 女 性 と さ れ た 者 た ち も い た 。 オ バ イ デ の 死 後 、  「 彼 女 以 上 に 博 識あ る 者 は バ ス ラ に は い な か っ た 」 と 言 わ れ た 。 ま た 、 ア ブ ド ッ ラ ー ・ビ ン  ・  ラ シ ー ド  ・  ゥ ッ サ ア デ ィ ー は 、  次 の よ う に 言 っ た と 伝 え ら れ る 。  「 イバ ー ダ に 邁 進 す る 多 く の 老 若 男 女 に 会 っ た 。 し か し 、 オ ベ イ ド 以 上 に叡 智 あ る 女 、 あ る い は 、 男 を 見 た こ と が な い 。  」

² ⁴

　

ま た 、 こ の 時 代 に は 、 モ ア ー ゼ ＝ イ ェ ・ ア ダ ヴ ィ ー エ と 同 時 期 で 、
彼 女 と も 深 交 が あ っ た 、  ﹇ バ ス ラ の ﹈ ゴ フ ェ イ レ

=

イ ェ ・ ア ー ベ デ

 

G
hufayra 

al-‘
Ābida

 が い る 。 彼 女 は 、 至 高 な る 神 か ら 隠 さ れ て い る こ と 、

そ し て 、 導 師 の 教 え に お い て 盲 目 で い る こ と は 、 目 が 見 え な い こ と 以上 の 辛 苦 で あ る と 考 え て い た 。 彼 女 は 言 っ た 「 神 に 誓 っ て 、 私 は 切 望す る 。 神 が 、 神 へ の 愛 を 私 の も の と し て 下 さ り 、 そ の 代 わ り に 私 の 四肢 全 て を 奪 わ れ る こ と を 。  」

² ⁵

　

オ ン メ ・ ヘ ッ サ ー ネ ・ サ デ ィ ー ド

U
m

m 
Ḥissā

n 
Sa

dī
d

 と そ の 娘 は 、 ソ

フ ィ ヤ ー ン  ・  サ ウ リ ー の 朋 友 で あ り 、 こ の 時 代 の 禁 欲 主 義 的 ス ー フ ィ ーの ひ と り で あ る 。 ソ フ ィ ヤ ー ン ・ サ ウ リ ー に よ れ ば 、 オ ン メ ・ ヘ ッ サ ーン の 娘 は 、  「 ミ フ ラ ー ブ の 中 で 祈 祷 し て 言 っ た 。  『 神 よ 、 誰 も が 愛 す る人 と 隠 遁 し て お り ま す 。 神 よ 、 私 も 、 我 が 愛 す る 人 で あ る 貴 方 様 と 隠遁 し て い る の で す 。  』 彼 女 は こ う 信 じ て い た 。 人 間 の 心 は 、 死 に よ っ てす ら 浄 化 さ れ る こ と は な い 。 全 て の ヒ ン マ  （ 精 神 集 中 に よ る 霊 的 力 ）  を 、神 に 至 る た だ ひ と つ 方 向 へ と 向 け る 以 外 に は 。 ソ フ ィ ヤ ー ン  ・  サ ウ リ ーは 彼 女 に つ い て こ う 言 っ た 。  「 彼 女 の 言 葉 を 聞 い た 後 は 、 我 を 取 る に 足ら ぬ 者 で あ る か の よ う に 感 じ る 」

² ⁶ 

　

ま た 、 こ の 時 代 に 、 シ ャ キ ー ク ・ バ ル ヒ ー （

8
1
0

没 ）  ﹇ バ ル フ の 高 名

な 神 秘 道 導 師 ﹈ と 深 交 を も っ て い た の が 、  ﹇ バ ス ラ の ﹈ バ フ リ ー イ ェ

 

Ba
ḥrīya

 で あ る 。 彼 女 は ム ジ ュ タ ヒ ド で あ り 、 ズ ィ ク ル （ 称 名 ） の 集 会

を 開 い て い た 。

² ⁷

　

禁 欲 と 敬 虔 主 義 、 苦 行 へ の 信 奉 が 、 こ れ ら の 禁 欲 主 義 者 た ち の 間
で 、 の ち に 神 秘 主 義 の 発 生 の 主 要 な 核 と な っ た が 、 こ の 時 代 に お い ては 、 ま だ 「 神 秘 主 義 」 は 形 成 さ れ て い な か っ た 。 の み な ら ず 、 ア ラ ブに よ っ て 征 服 さ れ た 諸 民 族 、 と く に 、 の ち の 時 代 に 神 秘 主 義 の 形 成 と発 展 と 拡 大 に お い て 主 要 な 役 割 を 果 た し た イ ラ ン の 人 々 の 間 に は 、 イス ラ ー ム 自 体 が 、 未 だ 広 ま っ て い な か っ た の で あ る 。

² ⁸  こ の 時 期 、 バ

ス ラ は 、 禁 欲 と 節 制 の 流 れ の 中 心 で あ り 、 敬 虔 主 義 の 女 性 た ち は 、 アラ ブ の 民 で あ っ た 。 し か し 、 イ ス ラ ー ム 神 秘 主 義 が 禁 欲 と 神 へ の 畏 怖か ら 、  神 へ の 愛 と 霊 知 へ と 変 遷 を と げ た の ち の 世 紀 に お い て は 、  徐 々 に 、非 ア ラ ブ の マ ワ ー リ ー ﹇ マ ウ ラ ー

 ma
wlā

 の 複 数 形 。 こ こ で は 「 被 護 民 」

を 意 味 す る ﹈ の 女 た ち の 名 が 見 ら れ る よ う に な る 。 彼 ら は 、 自 ら の 神秘 体 験 の 表 現 に お い て 、 神 へ の 愛 を 語 る と い う 礎 石 を 築 い た の で あ る 。そ の ひ と り が ラ ー ビ ア ・ ア ダ ヴ ィ ー ア で あ っ た 。
　

イ ス ラ ー ム 開 闢 後 の 最 初 の 一 世 紀 は 、 ウ マ イ ヤ 朝 末 期 に 至 る ま で 、
イ ス ラ ー ム の 衣 を ま と っ た だ け の 新 ム ス リ ム た ち が 受 け 入 れ ら れ る 条件 は

、  ア ラ ブ 部 族 が 、  彼 ら を マ ワ ー リ ー と し て 引 き 受 け る こ と で あ っ た

。

² ⁹ 「 ア

ラ ブ が イ ラ ン と 他 の 被 征 服 地 か ら 連 れ 帰 っ た 多 く の 捕 虜 や 奴 隷 は 、  様 々な 部 族 と 個 人 に 配 分 さ れ 、 分 け ら れ た 個 々 の グ ル ー プ は 、  ﹇ 主 人 と 、 擬制 の ﹈ 血 縁 関 係 を 取 り 結 び

、 マ ワ ー リ ー と し て 知 ら れ る よ う に な っ た 。

」

³ ⁰ 

ス ラ ミ ー の 記 述 に よ れ ば 、 ラ ー ビ ア も 、 こ う し た マ ワ ー リ ー の 出 自 で
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あ
っ
た
。

　

ラ
ー
ビ
ア
は
、
一
方
で
は
、
そ
れ
以
前
の
禁
欲
主
義
者
ら
に
よ
る
禁
欲
と
苦
行
、

敬
虔
主
義
の
流
れ
に
連
な
っ
て
お
り
、
も
う
一
方
で
は
、
神
秘
主
義
の
歴
史
の
第

二
期
に
お
い
て
、
過
度
な
禁
欲
と
神
へ
の
畏
怖
か
ら
脱
し
、
神
へ
の
愛
を
語
っ
た

ス
ー
フ
ィ
ー
た
ち
の
血
脈
の
祖
と
み
な
さ
れ
る
。
し
か
し
、
彼
女
以
前
に
も
、
シ
ャ

ア
ヴ
ァ
ー
ネ
と
い
う
名
の
非
ア
ラ
ブ ‘ajam

 

の
女 

³¹
が
い
た
。
彼
女
は
ア
ブ
ラ
に

住
み
、
彼
女
の
も
と
で
ク
ル
ア
ー
ン
の
朗
誦
を
行
う
た
め
に
集
ま
る
禁
欲
主
義
者

や
ア
ー
ビ
ド
、そ
し
て
、心
（
カ
ル
ブ
）
の
徒
ら
の
前
で
、神
へ
の
愛
に
つ
い
て
語
っ

た
の
で
あ
る
。

シ
ャ
ア
ヴ
ァ
ー
ネ　

Sha ‘w
āna

　

ス
ラ
ミ
ー
の
伝
承
に
よ
れ
ば
、
シ
ャ
ア
ヴ
ァ
ー
ネ
は
、
禁
欲
主
義
者
で
ム
ジ
ュ

タ
ヒ
ド
で
も
あ
り
、
神
を
畏
れ
て
号
泣
す
る
と
と
も
に
、
他
の
者
た
ち
を
泣
か
せ

る
類
い
希
な
る
力
を
も
っ
て
い
た
。
彼
女
は
神
へ
の
愛
と
「
見
神
」（
ル
ー
ヤ・ア
ッ

ラ
ー
）
に
つ
い
て
語
っ
た
最
初
の
女
性
で
あ
っ
た
。
シ
ャ
ア
ヴ
ァ
ー
ネ
の
没
年
は
、

『
純
粋
の
資
質
』
と
『
親
交
の
息
吹
』
に
お
い
て
、
彼
女
が
老
年
に
フ
ァ
ズ
ィ
ー

ル
・
オ
ヤ
ー
ズ
（803

没
）﹇
メ
ッ
カ
に
暮
ら
し
た
神
秘
道
導
師
、
ハ
デ
ィ
ー
ス
伝

達
者
﹈
に
会
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ラ
ー
ビ
ア
の
数
十
年
前
と
考
え

ら
れ
る
。
ス
ラ
ミ
ー
に
よ
れ
ば
、
シ
ャ
ア
ヴ
ァ
ー
ネ
は
、
イ
ラ
ン
人
で
あ
り
﹇
史

料
中
で
は
〈‘ajam

īya

〉
と
記
さ
れ
て
い
る
﹈、
イ
ブ
ン
・
ジ
ャ
ウ
ズ
ィ
ー
に
よ
れ
ば
、

彼
女
は
ペ
ル
シ
ア
語
で
夫
と
話
を
し
て
い
た
と
い
う
。
ア
ラ
ブ
に
よ
る
攻
撃
以
前
、

ク
テ
シ
フ
ォ
ン
が
サ
サ
ン
朝
の
夏
の
都
で
あ
り
、
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
が
サ
サ
ン
朝
支

配
の
中
心
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
地
域
に
ペ
ル
シ
ア
語
を
母

語
と
す
る
〈
イ
ラ
ン
人
〉
が
い
た
こ
と
は
、
な
ん
ら
不
自
然
で
は
な
い
。
と
く
に
、

ア
ラ
ブ
の
攻
撃
以
前
、
同
地
域
へ
は
イ
ラ
ン
高
原
の
他
の
地
域
か
ら
〈
イ
ラ
ン
人
〉

た
ち
が
移
住
し
て
い
た
。³²

　

彼
女
が
残
し
て
い
る
言
葉
は
、
彼
女
が
創
造
主
と
被
造
物
の
間
の
愛
を
信
じ
、

生
涯
を
禁
欲
と
イ
バ
ー
ダ
に
捧
げ
て
節
制
に
努
め
、
泣
く
こ
と
を
神
へ
の
「
近
接
」

と
地
獄
の
業
火
か
ら
逃
れ
る
た
め
の
手
段
と
み
な
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

シ
ャ
ア
ヴ
ァ
ー
ネ
の
評
伝
は
、
ラ
ー
ビ
ア
の
生
涯
を
伝
え
る
逸
話
と
同
様
に
、
伝

説
と
い
う
後
輪
の
な
か
に
渦
巻
い
て
い
る
。
ス
ラ
ミ
ー
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
彼

女
の
美
し
く
甘
美
な
声
に
言
及
し
て
い
る
。
シ
ャ
ア
ヴ
ァ
ー
ネ
は
、
こ
の
甘
美
な

る
声
を
も
っ
て
、
説
教
を
行
っ
た
と
い
う
。³³ 

し
か
し
、
の
ち
の
時
代
の
聖
者
伝

で
は
、
彼
女
は
、
最
初
、
楽
師
で
あ
り
、
酒
の
宴
に
加
わ
り
、
ま
た
、
彼
女
に
仕

え
る
多
く
の
女
奴
隷
を
抱
え
て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
日
、シ
ャ
ア
ヴ
ァ
ー

ネ
は
、
サ
ー
リ
フ
・
ム
ッ
リ
ー
の
説
教
会
に
お
い
て
悔
悛
（
タ
ウ
バ
）
し
、
イ
バ
ー

ダ
と
禁
欲
に
目
覚
め
、
女
奴
隷
た
ち
を
解
放
し
て
自
ら
の
財
産
を
喜
捨
し
た
の
で

あ
っ
た
。³⁴

　

彼
女
の
有
名
な
言
葉
の
ひ
と
つ
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。「
眼
は
恋
い
慕
う

お
方 m

aḥbūb 

と
別
れ
、〈
彼
〉
へ
の
接
見 liqā‘ 

を
熱
望
す
る
眼
は
、
泣
く
こ
と
な

し
に
お
れ
よ
う
か
」³⁵ 

シ
ャ
ア
ヴ
ァ
ー
ネ
は
、
神
を
「
恋
人
」m

aḥbūb 

と
呼
び
、

神
を
「
見
る
こ
と
」
に
つ
い
て
語
っ
た
、
最
初
の
禁
欲
主
義
的
ス
ー
フ
ィ
ー
の
ひ

と
り
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、彼
女
は
、「
神
へ
の
愛
」（
マ
ハ
ッ
バ
）を
表
現
し
た
ラ
ー

ビ
ア
の
先
達
で
あ
り
、
後
の
時
代
に
お
い
て
ア
ッ
ラ
ー
と
の
「
接
見
」（
リ
カ
ー
）  

を
語
っ
た
偉
大
な
ス
ー
フ
ィ
ー
ら
の
先
駆
で
も
あ
る
。

　

禁
欲
と
号
泣
は
、
当
初
、
神
へ
の
畏
怖
の
感
覚
と
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
こ
の
禁
欲
は
、
徐
々
に
禁
欲
主
義
の
ス
ー
フ
ィ
ー
ら
に
と
っ
て
、「
神
を

識
る
こ
と
と
神
へ
の
愛
、
さ
ら
に
、
神
と
の
合
一
の
よ
り
高
い
能
力
を
、
魂
が
見
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出
す
た
め
に
」³⁶
、
内
面
（
バ
ー
テ
ィ
ン
）
を
浄
化
し
、
魂
（
ル
ー
フ
）
を
純
化

す
る
最
初
の
方
法
と
な
っ
た
。

　

ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
二
世
紀
﹇
西
暦
八
世
紀
〜
九
世
紀
初
頭
﹈
に
は
、
ラ
ー
ビ
ア
・
ア

ダ
ヴ
ィ
ー
ア
と
時
期
を
同
じ
く
し
て
、「
神
へ
の
愛
」
と
い
う
概
念
が
、
イ
ス
ラ
ー

ム
神
秘
主
義
に
お
い
て
よ
り
広
く
提
起
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
変
化
に
お
い

て
、
ラ
ー
ビ
ア
は
驚
く
べ
き
影
響
力
を
も
っ
て
い
た
。
バ
ダ
ウ
ィ
ー
﹇
現
代
エ
ジ

プ
ト
の
ア
ラ
ブ
文
学
研
究
者
﹈
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
ラ
ー
ビ
ア
以
前

に
は
、
誰
も
神
へ
の
愛
を
語
る
者
な
ど
い
な
か
っ
た
。
彼
女
は
、
こ
れ
を
、
単
に

言
葉
と
し
て
用
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
体
験
的
な
意
味
と
概
念
に
よ
っ
て
イ
ス

ラ
ー
ム
神
秘
主
義
に
導
入
し
た
最
初
の
人
物
で
あ
る
。」³⁷  

　

し
か
し
、
ラ
ー
ビ
ア
と
同
時
代
の
ス
ー
フ
ィ
ー
た
ち
、
あ
る
い
は
、
彼
女
以
前

の
ス
ー
フ
ィ
ー
ら
の
言
葉
に
目
を
向
け
る
と
、
た
と
え
、
こ
の
時
代
の
神
秘
主
義

の
教
義
の
基
礎
が
、
禁
欲
主
義
と
神
へ
の
畏
怖
に
置
か
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
ま

ず
、
シ
ャ
ア
ヴ
ァ
ー
ネ
が
、
そ
の
後
、
シ
ャ
キ
ー
ク・バ
ル
ヒ
ー
や
、
マ
ア
ル
ー
フ・

カ
ル
ヒ
ー
（815

没
）﹇
バ
グ
ダ
ー
ド
の
カ
ル
フ
に
生
ま
れ
た
神
秘
道
導
師
﹈
が
、「
神

へ
の
愛
」
に
つ
い
て
語
っ
た
言
葉
は
、
禁
欲
主
義
の
時
代
か
ら
神
秘
主
義
の
時
代

へ
の
移
行
に
お
い
て
、大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。
シ
ャ
ア
ヴ
ァ
ー
ネ
が
、

カ
ア
バ
の
タ
ワ
ー
フ 

﹇
メ
ッ
カ
大
巡
礼
の
際
に
巡
礼
者
が
カ
ア
バ
神
殿
の
周
り
を

回
る
儀
式
。
反
時
計
回
り
に
七
回
廻
る
﹈ 

の
最
中
に
次
の
よ
う
に
叫
ん
だ
と
い
う

逸
話
が
あ
る
。

「
私
は
汝
（
神
）
へ
の
愛
に
渇
い
て
お
り
、
決
し
て
渇
き
が
満
た
さ
れ
る
こ
と
は

な
い
の
で
す
。」

さ
ら
に
、
こ
の
愛
を
治
療
薬
の
な
い
痛
み
と
称
し
て
言
っ
た
。

　

シ
ャ
キ
ー
ク
・
バ
ル
ヒ
ー
は
、
短
い
記
述
の
中
で
、
初
期
の
神
秘
家
た
ち
の
教

義
に
お
け
る
愛
の
価
値
と
位
置
づ
け
を
記
し
て
お
り
、
こ
の
時
代
の
、
禁
欲
主
義

か
ら
神
秘
主
義
へ
の
移
行
の
根
源
を
明
確
に
描
い
て
い
る
。³⁹ 

ま
た
、
マ
ア
ル
ー

フ
・
カ
ル
ヒ
ー
は
、﹇
人
間
が
抱
く
﹈
愛
を
、「
神
の
賜
物
で
あ
り
、
神
の
与
え
給

う
た
力
」
で
あ
る
と
述
べ
る
。⁴⁰ 

し
か
し
、「〈
神
へ
の
愛
〉
の
最
初
の
顕
れ
」⁴¹

を
彼
女
の
詩
と
言
葉
の
中
で
表
現
し
て
い
る
聖
女
ラ
ー
ビ
ア
は
、
確
実
に
、
禁
欲

主
義
（
ズ
フ
ド
）
の
段
階
か
ら
神
秘
道
（
タ
リ
ー
カ
）
の
域
へ
と
足
を
踏
み
入
れ
た
。

ラ
ー
ビ
ア
の
存
在
と
彼
女
の
教
義
は
、
神
へ
の
畏
怖
に
依
る
無
味
乾
燥
の
禁
欲
主

義
か
ら
、「
愛
に
基
づ
く
痛
み
に
満
ち
た
霊
知
」⁴²
へ
の
転
換
点
な
の
で
あ
る
。

■　
第
二
期　
神
秘
主
義
の
時
代

１　
ラ
ー
ビ
ア
・
ア
ダ
ヴ
ィ
ー
ア　

Rābiʻa Adaw
īya

　

ラ
ー
ビ
ア
・
ア
ダ
ヴ
ィ
ー
ア
（752

没
）
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
の
歴
史

の
中
で
、
最
も
名
の
知
ら
れ
た
女
性
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
女
の
生
涯
に
つ
い
て
、

詳
し
い
情
報
や
確
か
な
記
録
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
ラ
ー
ビ
ア
に
つ
い
て
の
伝
承

で
は
、
時
代
や
場
所
が
錯
綜
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
中
で
描
か
れ
る
ラ
ー
ビ
ア
の

像
は
、
彼
女
以
前
の
、
あ
る
い
は
、
彼
女
以
後
の
女
性
ス
ー
フ
ィ
ー
の
逸
話
が
混

じ
り
合
っ
た
神
話
の
ご
と
き
も
の
に
な
っ
て
い
る
。『
神
秘
主
義
聖
者
列
伝
』
の
中

で
述
べ
ら
れ
る
彼
女
と
ハ
サ
ン
・
バ
ス
リ
ー
と
の
邂
逅
・
対
話
に
つ
い
て
の
伝
承
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は
、
ハ
サ
ン
・
バ
ス
リ
ー
の
没
年
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
歴
史
的
実
証
性
は
持
ち

得
な
い
。
ま
た
、
ラ
ー
ビ
ア
が
語
っ
た
多
く
の
言
葉
や
彼
女
の
も
の
と
さ
れ
る
言

葉
は
、
そ
の
後
何
世
紀
か
の
間
に
、
口
承
で
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ア
ッ
タ
ー

ル
は
、
そ
れ
ら
を
美
し
い
詩
的
な
散
文
に
仕
立
て
、『
神
秘
主
義
聖
者
列
伝
』
の
中

に
収
め
て
い
る
。
ラ
ー
ビ
ア
の
生
涯
に
関
す
る
も
っ
と
も
古
い
記
述
で
あ
る
ス
ラ

ミ
ー
の
ス
ー
フ
ィ
ー
列
伝
﹇『
女
性
神
秘
主
義
敬
虔
家
た
ち
』﹈
に
よ
れ
ば
、
ソ
フ
ィ

ヤ
ー
ン
・
サ
ウ
リ
ー
と
サ
ー
リ
フ
・
ム
ッ
リ
ー
は
、
彼
女
と
同
時
代
の
人
物
で
あ
り
、

ス
ラ
ミ
ー
は
、
ラ
ー
ビ
ア
の
言
葉
の
大
半
を
、
サ
ウ
リ
ー
が
伝
え
る
逸
話
と
し
て
記
し

て
い
る
。⁴³ 

　

ラ
ー
ビ
ア
を
「
ア
タ
キ
ー
家
の
マ
ウ
ラ
ー
（
女
性
）」m

awlāt li āl ‘A
takī 

と
み

な
し
た
ス
ラ
ミ
ー
が
伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
彼
女
は
ア
ラ
ブ
で
は
な
く
、
ま

た
、
ム
ス
リ
ム
で
も
な
い
出
自
と
さ
れ
て
い
た
。⁴⁴
ま
た
、
ア
ブ
ー
・
ア
ス
マ
ー
・

ア
タ
キ
ー
﹇
マ
ル
ヴ
の
ハ
デ
ィ
ー
ス
伝
達
者
﹈⁴⁵
と
ア
ブ
ル
・
ラ
イ
ス
・
ア
タ
キ
ー

﹇
サ
マ
ル
カ
ン
ド
の
法
学
者
﹈
が
マ
ル
ヴ
の
出
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
ラ
ー
ビ
ア

が
イ
ラ
ン
人
で
あ
っ
た
と
の
説
を
と
る
者
も
い
る
。
と
く
に
、ス
ラ
ミ
ー
と
イ
ブ
ン・

ジ
ャ
ウ
ズ
ィ
ー
が
伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
彼
女
の
家
の
粗
末
な
家
具
の
中
に

は
、
フ
ァ
ー
ル
ス
地
方
の
芦
で
で
き
た
敷
物
が
あ
り
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
祖
先
か

ら
引
き
継
が
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
た
。⁴⁶ 

ま
た
、
ラ
ー
ビ
ア
が
カ
ア
バ
の

神
殿
を
重
視
せ
ず
、
カ
ア
バ
の
神
に
重
き
を
お
い
て
い
た
こ
と
も
（
訳
注
２
）、
バ
ー

ヤ
ズ
ィ
ー
ド
・
バ
ス
タ
ー
ミ
ー
の
よ
う
な
イ
ラ
ン
人
ス
ー
フ
ィ
ー
に
特
有
の
も
の

と
み
な
れ
た
の
で
あ
る
。⁴⁷

　

ラ
ー
ビ
ア
が
、
カ
ア
バ
神
殿
を
重
視
し
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
ア
ブ
ド
ゥ
ッ

ラ
フ
マ
ー
ン
・
バ
ダ
ウ
ィ
ー
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
ラ
ー
ビ
ア
は
、
最

初
、
カ
ア
バ
の
物
質
的
側
面
を
そ
の
精
神
的
側
面
か
ら
切
り
離
し
、
カ
ア
バ
の
外

見
に
対
し
て
で
な
く
、
カ
ア
バ
の
意
味
に
対
し
て
重
要
性
を
認
め
た
の
だ
。
し
か

し
、
最
終
的
に
は
、
カ
ア
バ
に
対
し
、
何
の
意
味
も
認
め
ら
れ
な
い
ほ
ど
に
、
カ

ア
バ
の
意
味
の
全
て
が
彼
女
に
と
っ
て
消
滅
し
た
の
で
あ
る
。（
カ
ア
バ
に
対
す
る
）

こ
う
し
た
考
え
は
、
ラ
ー
ビ
ア
の
時
代
と
彼
女
を
取
り
巻
い
て
い
た
環
境
に
見
ら

れ
た
思
想
で
も
他
に
例
が
な
く
、
同
時
代
に
は
そ
れ
に
対
す
る
反
応
す
ら
な
か
っ

た
ほ
ど
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
カ
ア
バ
の
軽
視
は
、
の
ち
の
時
代
に
お
い
て
ハ
ッ
ラ
ー

ジ
の
教
義
の
中
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
、「
彼
に
対
し
不
信
仰
（
タ
ク
フ
ィ
ー
ル
）

が
宣
言
さ
れ
、の
ち
に
処
刑
せ
ら
れ
た
最
も
明
白
な
理
由
」⁴⁸
と
な
っ
た
の
で
あ
っ

た
。

　

ア
ッ
タ
ー
ル
が
伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
ラ
ー
ビ
ア
は
、
赤
子
に
着
せ
る
産

着
も
な
い
ほ
ど
貧
し
い
家
に
生
ま
れ
、
若
く
し
て
奴
隷
の
身
と
な
っ
た
。
彼
女
が
、

一
方
で
は
奴
隷
と
な
っ
た
と
記
さ
れ
、
他
方
で
は
楽
師
の
境
遇
に
落
ち
た
と
記
さ

れ
て
い
る
『
神
秘
主
義
聖
者
列
伝
』
の
矛
盾
し
た
指
摘
は
、
こ
の
女
性
の
生
涯
に

つ
い
て
、確
た
る
評
伝
を
描
き
出
す
の
を
困
難
に
し
て
い
る
。
バ
ダ
ウ
ィ
ー
は
、ラ
ー

ビ
ア
が
楽
師
に
身
を
落
と
し
た
こ
と
を
確
信
し
て
い
る
。
何
故
な
ら
、
も
し
ラ
ー

ビ
ア
が
生
涯
の
一
時
期
に
破
滅
と
現
世
で
の
愛
に
溺
れ
て
い
な
か
っ
た
な
ら
、
信

仰
と
愛
に
お
い
て
あ
れ
ほ
ど
に
も
邁
進
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
彼
は
述
べ
る
。⁴⁹

　

ま
た
、
ペ
ル
シ
ア
文
学
で
は
、
ア
ッ
タ
ー
ル
が
『
神
秘
主
義
聖
者
列
伝
』
の
中

で
、
神
秘
家
ら
が
四
世
紀
に
わ
た
り
、
こ
の
女
性
に
つ
い
て
作
り
上
げ
た
伝
説
を

記
し
て
い
る
。
ま
た
、
マ
ス
ナ
ヴ
ィ
ー
形
式
で
書
か
れ
た
『
神
の
書
』Ilāḥī N

ām
e 

で
は
、彼
女
の
愛
の
熱
情
を
、神
秘
主
義
の
教
義
の
根
幹
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
ラ
ー

ビ
ア
は
、
禁
欲
主
義
に
拘
泥
し
、
悲
嘆
と
神
へ
の
畏
怖
、
そ
し
て
祈
り
を
極
度
に

信
奉
す
る
女
で
あ
っ
た
。
ラ
ー
ビ
ア
の
言
葉
は
、神
へ
の
愛
と
い
う
要
素
に
よ
っ
て
、

彼
女
を
、
神
秘
主
義
的
な
熱
狂
の
源
泉
と
な
っ
た
伝
説
の
存
在
へ
と
変
え
た
の
で
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あ
る
。
神
へ
の
愛
を
語
っ
た
ラ
ー
ビ
ア
の
有
名
な
詩
の
ひ
と
つ
に
つ
い
て
は
、
ア

ブ
ー
・
バ
ク
ル
・
カ
ラ
ー
バ
ー
ズ
ィ
ー
﹇
二
、
お
よ
び
「
結
び
」
参
照
﹈
や
ア
ブ
ー
・
タ
ー

リ
ブ
・
マ
ッ
キ
ー
（996/7

没
）﹇
メ
ッ
カ
近
郊
に
も
暮
ら
し
た
。
ス
ー
フ
ィ
ー
、

説
教
師
。﹈、
ア
ブ
ー
・
ハ
ー
ミ
ド
・
ガ
ザ
ー
リ
ー
（1058-1111

）﹇
ホ
ラ
ー
サ
ー

ン
の
ト
ゥ
ー
ス
生
ま
れ
。
イ
ス
ラ
ム
史
上
最
も
偉
大
な
思
想
家
の
ひ
と
り
。
の
ち
、

神
秘
主
義
に
回
心
す
る
﹈
な
ど
の
多
く
の
神
秘
主
義
者
た
ち
が
解
釈
を
行
っ
て
い

る
。⁵⁰ 

し
か
し
、
彼
ら
の
う
ち
誰
も
ラ
ー
ビ
ア
の
生
涯
に
つ
い
て
は
記
し
て
い
な

い
。
彼
女
の
生
涯
に
つ
い
て
最
も
詳
し
く
述
べ
て
い
る
の
は
、ア
ッ
タ
ー
ル
の
『
神

秘
主
義
聖
者
列
伝
』
で
あ
る
。
ラ
ー
ビ
ア
・
ア
ダ
ヴ
ィ
ー
ア
の
生
涯
に
関
す
る
逸

話
と
彼
女
の
言
葉
は
、
ア
フ
マ
ド
・
ア
ビ
ル
・
ハ
ヴ
ァ
ー
リ
ー
（844/5

没
）﹇
ダ

マ
ス
カ
ス
の
ス
ー
フ
ィ
ー
﹈の
妻
、ラ
ー
ビ
ア（
あ
る
い
は
ラ
ー
イ
ア
）・シ
ャ
ー
ミ
ー

(849/50

没)

、
に
つ
い
て
の
逸
話
と
混
同
さ
れ
て
お
り
、
両
者
を
区
別
す
る
の
は

容
易
で
は
な
い
。⁵¹ 

　

ラ
ー
ビ
ア
の
生
涯
に
つ
い
て
散
見
さ
れ
る
記
述
と
彼
女
の
言
葉
の
中
で
唯
一
明

確
な
点
は
、
彼
女
の
存
在
が
、
神
秘
主
義
の
歴
史
に
お
け
る
禁
欲
主
義
と
神
へ
の

畏
怖
の
時
代
か
ら
、
神
へ
の
愛
と
情
熱
、
ス
ー
フ
ィ
ー
に
よ
る
神
秘
体
験
の
時
代

へ
の
転
換
点
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主

義
研
究
者
た
ち
の
見
解
は
一
致
し
て
い
る
。
ア
ッ
タ
ー
ル
の
記
述
で
は
、
ラ
ー
ビ

ア
に
つ
い
て
、
禁
欲
主
義
と
い
う
枠
を
、
人
間
の
精
神
体
験
に
は
窮
屈
で
あ
る
と

考
え
た
霊
知
者
と
し
て
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、彼
女
を
、ア
ブ
ル・

ハ
サ
ン
﹇
あ
る
い
は
、
フ
サ
イ
ン
﹈・
ヌ
ー
リ
ー
（907/8

没
）﹇
ジ
ュ
ナ
イ
ド
（
後

述
）
と
同
門
の
ス
ー
フ
ィ
ー
﹈、
フ
サ
イ
ン
・
ビ
ン
・
マ
ン
ス
ー
ル
・
ハ
ッ
ラ
ー
ジ
、

ア
ブ
ル
・
ハ
サ
ン
・
ハ
ラ
カ
ー
ニ
ー
（1033/4

没
）﹇
バ
ス
タ
ー
ム
の
ハ
ラ
ガ
ー

ン
に
生
ま
れ
た
高
名
な
神
秘
道
導
師
﹈、
ア
フ
マ
ド・ガ
ザ
ー
リ
ー
（1126

没
）﹇
神

秘
主
義
思
想
家
。
上
記
ガ
ザ
ー
リ
ー
の
弟
﹈、
ア
イ
ヌ
ル
グ
ザ
ー
ト・ハ
マ
ダ
ー
ニ
ー

（1131

没
）﹇
ハ
マ
ダ
ー
ン
に
生
ま
れ
た
神
秘
主
義
哲
学
者
で
ア
フ
マ
ド
・
ガ
ザ
ー

リ
ー
の
弟
子
。
不
信
仰
宣
言
を
受
け
処
刑
さ
れ
る
﹈、
と
い
っ
た
神
秘
家
ら
の
血
脈

の
祖
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
彼
ら
は
、精
神
体
験
と
実
践
的
な「
神
秘
修
行
」（
リ

ヤ
ー
ザ
）
に
よ
っ
て
、「
我
」
か
ら
の
脱
却
を
体
験
し
、
聞
い
た
も
の
﹇
知
識
﹈
で

は
な
く
、
見
た
も
の
﹇
体
験
﹈
に
つ
い
て
語
る
者
た
ち
で
あ
っ
た
。⁵²

　

ラ
ー
ビ
ア
の
言
葉
と
詩
は
、
ス
ー
フ
ィ
ー
ら
が
伝
え
る
逸
話
に
よ
っ
て
伝
え
ら

れ
、
彼
ら
の
教
義
の
中
で
用
い
ら
れ
た
。
ラ
ー
ビ
ア
を
同
時
代
の
禁
欲
的
神
秘
主

義
者
ら
と
分
か
つ
も
の
、
ま
た
、
彼
女
を
禁
欲
主
義
（
ス
フ
ド
）
か
ら
神
秘
主
義

（
タ
サ
ッ
ウ
フ
）
へ
の
転
換
点
に
位
置
づ
け
る
も
の
は
、彼
女
の
思
想
が
、イ
ス
ラ
ー

ム
聖
法
の
教
義
の
枠
を
越
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ラ
ー
ビ
ア
は
、
神
へ
の
崇
拝

に
お
い
て
、
地
獄
へ
の
恐
怖
と
天
国
へ
の
望
み
、（
天
国
で
）
果
樹
園
の
林
檎
や
乳

の
香
に
酔
い
し
れ
る
こ
と
を
夢
見
る
と
い
っ
た
段
階
を
通
り
越
し
、
自
分
と
神
と

の
関
わ
り
を
、
報
い
と
罰
と
い
う
関
係
を
越
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
考
え
た
。
彼

女
の
言
葉
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

「
わ
が
主
よ
、
も
し
、
私
が
、
地
獄
を
怖
れ
る
ゆ
え
に
あ
な
た
を
崇
め
る
な
ら
、

私
を
地
獄
で
焼
い
て
下
さ
い
。
そ
し
て
、
天
上
の
楽
園
を
希
求
し
て
崇
拝
す
る

な
ら
、
私
を
ハ
ラ
ー
ム
不
如
法
の
身
と
し
て
排
除
し
て
下
さ
い
。
も
し
、
あ
な

た
の
た
め
に
、
あ
な
た
を
崇
め
る
な
ら
、
久
遠
の
美
を
私
に
惜
し
ま
な
い
で
下

さ
い
。」⁵³ （
藤
井
訳
『
聖
者
列
伝
』
八
一 ̶

 

八
二
頁
） 

　

こ
の
よ
う
な
創
造
主
と
被
造
物
と
の
関
係
が
、
何
も
介
在
せ
ず
、
直
接
の
も
の

で
あ
る
と
い
う
信
仰
に
よ
り
、
彼
女
の
言
葉
は
、
の
ち
の
時
代
の
ス
ー
フ
ィ
ー
た
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ち
に
よ
る
表
面
的
に
は「
不
信
仰
」（
ク
フ
ル
） 

な
言
葉
の
端
緒
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
『
神
秘
主
義
聖
者
列
伝
』
に
お
い
て
ア
ッ
タ
ー
ル
が
伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、

ラ
ー
ビ
ア
を
、
イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
の
歴
史
上
、
最
初
の
霊
知
者
（
ア
ー
リ

フ
）
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
彼
女
は
、
人
間
と
神
と
の
関
係
に
お
い
て
、
シ
ャ

リ
ー
ア
の
枠
組
み
を
越
え
、
自
分
と
神
と
の
関
係
を
、
何
も
の
も
介
在
し
な
い
直

接
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
。
そ
こ
に
は
、
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
へ
の
敬
愛
さ
え

入
る
余
地
が
な
く
、
ま
た
、
悪
魔
へ
の
敵
意
を
抱
く
余
地
も
な
か
っ
た
ほ
と
で
あ
る
。

ス
ラ
ミ
ー
に
よ
れ
ば
、
ラ
ー
ビ
ア
は
預
言
者
を
「
被
造
物
」
と
呼
び
、
ア
ッ
タ
ー

ル
に
よ
れ
ば
、「
神
以
外
の
者
」
と
呼
ん
だ
。
ま
た
、
次
の
よ
う
に
も
伝
え
ら
れ
る
。

「
栄
光
あ
る
お
方 

﹇
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
を
指
す
﹈ 

を
友
と
し
て
好
む
か
」
と
尋

ね
ら
れ
て
、
彼
女
は
「
友
誼
を
感
じ
て
お
り
ま
す
」
と
答
え
た
。「
あ
な
た
は
悪

魔
を
敵
と
し
て
嫌
う
か
」
と
問
わ
れ
る
と
こ
う
答
え
た
。

「
慈
悲
あ
る
お
方
と
の
友
誼
の
た
め
と
い
う
こ
と
で
悪
魔
と
敵
対
す
る
つ
も
り

は
あ
り
ま
せ
ん
。」⁵⁴
（
藤
井
訳
『
聖
者
列
伝
』
六
九
頁
）

　

ラ
ー
ビ
ア
以
後
の
神
秘
主
義
が
始
ま
る
時
代
、
つ
ま
り
、
ホ
ラ
ー
サ
ー
ン
が
、

イ
ラ
ン
的
神
秘
主
義
の
揺
籃
の
地
と
な
る
熱
狂 shūrīdegī 

の
時
代
に
お
い
て
、
ホ

ラ
ー
サ
ー
ン
の
女
た
ち ̶
̶
 

そ
の
多
く
が
ニ
ー
シ
ャ
ー
ブ
ー
ル
の
出
身
で
あ
っ
た

が ̶
̶
 

が
、
こ
の
思
想
に
足
を
踏
み
入
れ
た
。
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
全
体
に
お
い
て

は
、
女
性
の
ム
ジ
ュ
タ
ヒ
ド
や
ハ
デ
ィ
ー
ス
学
者
、
法
学
者
が
、
連
綿
と
存
在
し

て
い
な
が
ら
も
、
と
き
に
、
名
も
評
伝
も
記
さ
れ
ぬ
ま
ま
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
時

代
の
ス
ー
フ
ィ
ー
列
伝
は
、
女
性
ス
ー
フ
ィ
ー
や
女
性
霊
知
者
に
つ
い
て
も
記
述

を
残
し
て
い
る
。
彼
女
た
ち
は
、
そ
の
神
秘
体
験
の
表
現
に
よ
っ
て
、
同
時
代
の

高
名
な
ス
ー
フ
ィ
ー
た
ち
の
列
に
列
せ
ら
れ
る
。
こ
の
時
代
の
女
性
ス
ー
フ
ィ
ー

ら
の
中
に
は
、
チ
ュ
ニ
ス
や
シ
リ
ア
、
ダ
マ
ス
カ
ス
の
女
た
ち
の
名
も
多
く
記
さ

れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
に
比
し
て
、
ホ
ラ
ー
サ
ー
ン
の
女
性
ス
ー
フ
ィ
ー
の
数
は
、

圧
倒
的
で
あ
る
。

　
「
熱
狂
の
徒
」 shūrīdegān 

の
血
脈
の
祖
に
し
て
、陶
酔
（
ス
ク
ル
）
の
徒
、ホ
ラ
ー

サ
ー
ン
の
偉
大
な
霊
知
者
の
ひ
と
り
で
あ
る
バ
ー
ヤ
ズ
ィ
ー
ド
・
バ
ス
タ
ー
ミ
ー

の
時
代
は
、
こ
の
点
で
比
類
な
き
時
代
で
あ
る
。
ス
ラ
ミ
ー
は
、
こ
の
時
代
の
多

く
の
女
性
ス
ー
フ
ィ
ー ̶

̶
 

そ
の
大
半
が
ニ
ー
シ
ャ
ー
ブ
ー
ル
と
ダ
ー
ム
ガ
ー
ン

で
生
涯
を
送
っ
た ̶

̶
 

の
名
前
と
言
葉
を
、『
女
性
神
秘
主
義
敬
虔
家
た
ち
』
に

お
い
て
記
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
注
意
す
べ
き
は
、
伝
記
集
成
に
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
全
て
の
女

性
を
必
然
的
に
「
ス
ー
フ
ィ
ー
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

彼
女
ら
の
一
部
は
、敬
虔
主
義
と
イ
バ
ー
ダ
ゆ
え
に
讃
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、

彼
女
た
ち
を
初
期
の
禁
欲
主
義
神
秘
家 zāhed-ṣūfī 

の
グ
ル
ー
プ
に
位
置
づ
け
る

こ
と
が
で
き
る
。
神
秘
主
義
が
、「
直
接
体
験
」（
ザ
ウ
ク
）
や
「
神
秘
的
開
示
」（
カ

シ
ュ
フ
）、
観
照
（
ム
シ
ャ
ー
ハ
ダ
）
に
お
い
て
、
驚
く
べ
き
発
展
と
拡
が
り
を
見

せ
た
こ
の
時
代
に
、ス
ー
フ
ィ
ー
列
伝
の
記
述
に
は
、「
神
秘
家
」ṣūfī

や「
霊
知
」 ‘ārif

と
呼
ば
れ
、
ま
た
、
と
き
に
「
神
の
友
（
聖
者
）」awliyā’ A

llāh 

と
み
な
さ
れ
た

女
た
ち
の
名
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
時
代
、
ス
ラ
ミ
ー
が
女
性
神
秘

家
ら
の
伝
記
や
地
位
に
対
し
て
用
い
て
い
る
言
葉
は
、「
イ
バ
ー
ダ
に
邁
進
す
る
者

﹇
女
﹈
た
ち
」m

uta‘abbidāt

、「（
自
己
と
）
闘
う
者
﹇
女
﹈
た
ち
」m

ujāhidāt

、「
禁

欲
主
義
者
﹇
女
﹈
た
ち
」zuhhād

か
ら
、「
女
性
霊
知
者
た
ち
」‘ārifāt

、「
酔
言
を

語
る
者[
女]
た
ち
」m

utakallim
āt al-shaṭḥ

、「
心
的
境
地
（
ハ
ー
ル
）
の
持
ち

主
﹇
女
﹈」ṣāḥibat ḥāl

へ
と
変
化
し
て
い
る
﹇
心
的
境
地
と
は
、
神
秘
修
行
の
階
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梯
に
対
応
し
て
神
か
ら
与
え
ら
れ
る
霊
的
感
情
﹈。
ま
た
、「
敬
虔
さ
」vara‘ 

や
「
畏

れ
」khawf 

な
ど
の
語
に
代
わ
り
、「
真
実
」ṣidq

、「（
神
へ
の
献
身
の
）
純
粋
性
」

ikhlāṣ
、「﹇
聖
者
に
現
れ
る
﹈
奇
蹟
」karām

at

と
い
っ
た
言
葉
が
見
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
。

　

こ
の
時
代
に
お
け
る
女
性
ス
ー
フ
ィ
ー
た
ち
の
言
葉
と
教
え
は
、非
難
の
徒
（
マ

ラ
ー
マ
テ
ィ
ー
ヤ
）﹇
九
世
紀
の
ニ
ー
シ
ャ
ー
ブ
ー
ル
で
生
じ
た
神
秘
主
義
の
一
派
。

外
面
的
な
敬
虔
さ
を
欺
瞞
と
し
て
忌
避
し
、
自
ら
が
非
難
（
マ
ラ
ー
マ
）
の
対
象

と
な
る
こ
と
で
神
へ
の
献
身
と
我
執
の
滅
却
を
は
か
る
も
の
﹈ 

の
影
響
と
と
も
に
、

フ
ト
ゥ
ー
ワ﹇「
若
者
ら
し
さ
」を
意
味
す
る
自
己
犠
牲
的
倫
理
。
後
述
す
る「
ジ
ャ

ヴ
ァ
ー
ン
マ
ル
デ
ィ
ー
」
を
土
台
と
し
て
形
成
さ
れ
た
﹈
の
教
義
か
ら
の
影
響
も

見
ら
れ
る
。
神
秘
主
義
と
フ
ト
ゥ
ー
ワ
は
、
二
つ
の
異
な
る
思
想
的
潮
流
に
源
泉

を
得
て
い
る
が
、実
践(

ア
マ
ル)

に
お
け
る
神
へ
の
献
身
の
純
粋
性（
イ
フ
ラ
ー
ス
）

や
、
欺
瞞
（
リ
ヤ
ー
）
の
忌
避
と
い
っ
た
原
理
に
お
い
て
、
共
通
の
要
素
を
も
つ
。

ま
た
、ホ
ラ
ー
サ
ー
ン
に
お
け
る
「
非
難
の
徒
」
の
教
義
の
形
成
過
程
に
お
い
て
は
、

「
寛
大
の
徒
」（
ジ
ャ
ヴ
ァ
ー
ン
マ
ル
デ
ィ
ー
）﹇「
若
者
ら
し
さ
」
を
原
義
と
す
る
、

イ
ラ
ン
世
界
で
形
成
さ
れ
た
自
我
否
定
、
自
己
犠
牲
の
倫
理
精
神
﹈
の
伝
統
と
教

義
も
徐
々
に
吸
収
さ
れ
、
フ
ト
ゥ
ー
ワ
と
と
も
に
、
神
秘
主
義
の
教
義
の
一
部
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。⁵⁵ 

神
へ
の
献
身
の
純
粋
性
と
真
実
、
そ
し
て
、
フ
ト
ゥ
ー
ワ

の
他
の
原
理
は
、
こ
の
時
代
の
ホ
ラ
ー
サ
ー
ン
の
女
性
ス
ー
フ
ィ
ー
ら
の
教
義
に

も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

２　
ニ
ー
シ
ャ
ー
ブ
ー
ル
の
女
性
神
秘
家
た
ち

　
(1)　
オ
ン
メ
・
ア
リ
ー　

U
m

m
 ‘A

l ī. im
ra ’a A

ḥm
ad b. K

ha ḍraw
iya al-Balkhī

　

オ
ン
メ
・
ア
リ
ー
は
、
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
三
世
紀
の
ホ
ラ
ー
サ
ー
ン
で
名
を
知
ら
れ

た
ス
ー
フ
ィ
ー
の
ひ
と
り
、
ア
フ
マ
ド
・
ビ
ン
・
ハ
ズ
ラ
ヴ
ィ
ー
イ
ェ
（854/5

没
）

の
妻
で
あ
る
。
ア
ッ
タ
ー
ル
は
『
神
秘
主
義
聖
者
列
伝
』
の
中
で
、
彼
女
の
名
を

フ
ァ
ー
テ
メ
と
記
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ス
ラ
ミ
ー
は
、
彼
女
の
生
涯
と
言
葉
に

関
す
る
記
述
の
中
で
一
貫
し
て
彼
女
を
オ
ン
メ
・
ア
リ
ー
と
呼
ん
で
い
る
。
ま
た
、

ス
ー
フ
ィ
ー
列
伝
の
中
に
は
、
彼
女
の
評
伝
と
言
葉
を
、
同
時
代
に
メ
ッ
カ
で
生

涯
を
送
っ
た
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
・
ニ
ー
シ
ャ
ー
ブ
ー
リ
ー
と
混
同
し
て
い
る
。
ア
ッ

タ
ー
ル
は
、
オ
ン
メ
・
ア
リ
ー
を
、
イ
ブ
ラ
ー
ヒ
ー
ム
・
ア
ド
ハ
ム
同
様
、
バ
ル

フ
の
王
族
で
あ
っ
た
と
み
な
し
て
い
る
。 

　

神
秘
主
義
の
歴
史
上
、
の
ち
の
時
代
に
お
い
て
、
高
貴
な
出
自
の
者
た
ち
が
、

神
か
ら
の
恩
寵
（
バ
ラ
カ
）
を
得
る
た
め
に
、自
分
の
娘
を
神
秘
道
の
導
師
（
シ
ャ

イ
フ
、
ム
ル
シ
ド
）
に
嫁
が
せ
る
こ
と
が
一
般
的
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
フ
ァ
ー

テ
メ
は
、
こ
の
時
代
の
ス
ー
フ
ィ
ー
に
つ
い
て
現
存
す
る
記
述
の
中
で
、
自
分
の

配
偶
者
を
選
び
、
彼
と
結
ば
れ
る
こ
と
を
欲
し
、
自
ら
の
意
志
を
通
し
た
最
初
の

女
性
で
あ
る
。

「（
フ
ァ
ー
テ
メ
は
）
バ
ル
フ
王
族
の
娘
で
あ
っ
た
。
彼
女
は
悔
悛
（
タ
ウ
バ
）
し
、

ア
フ
マ
ド
の
も
と
に
人
を
遣
り
、
自
分
を
父
に
乞
う
よ
う
に
と
言
っ
た
。
ア
フ

マ
ド
は
、
受
け
容
れ
な
か
っ
た
。（
フ
ァ
ー
テ
メ
は
）
も
う
一
度
人
を
遣
っ
た
。」⁵⁶

　

フ
ァ
ー
テ
メ
（
オ
ン
メ
・
ア
リ
ー
）
は
、
ア
フ
マ
ド
・
ハ
ズ
ラ
ヴ
ィ
ー
イ
ェ
と

結
婚
し
た
の
ち
、
自
分
の
全
て
の
財
産
を
ス
ー
フ
ィ
ー
ら
に
喜
捨
し
、（
ア
フ
マ
ド

が
指
導
す
る
）
ス
ー
フ
ィ
ー
た
ち
の
諸
事
に
あ
た
っ
て
夫
の
助
け
と
な
り
、
当
時

そ
の
名
を
と
ど
ろ
か
せ
て
い
た
バ
ー
ヤ
ズ
ィ
ー
ド
・
バ
ス
タ
ー
ミ
ー
の
説
教
の
座



137

̶̶̶̶　文化表象としての〈イスラーム〉　̶̶̶̶

に
も
加
わ
っ
た
。
彼
女
と
バ
ー
ヤ
ズ
ィ
ー
ド
・
バ
ス
タ
ー
ミ
ー
と
の
邂
逅
、
お
よ
び
、

彼
女
に
つ
い
て
の
バ
ー
ヤ
ズ
ィ
ー
ド
の
言
葉
は
、
多
く
の
ス
ー
フ
ィ
ー
伝
で
引
用

さ
れ
て
お
り
、
ス
ー
フ
ィ
ー
ら
の
彼
女
に
対
す
る
信
奉
を
示
す
も
の
と
な
っ
て
い

る
。
ま
た
、
オ
ン
メ
・
ア
リ
ー
は
、
バ
ー
ヤ
ズ
ィ
ー
ド
・
バ
ス
タ
ー
ミ
ー
の
説
教

の
場
に
お
い
て
、
顔
を
覆
っ
て
い
た
ベ
ー
ル
を
は
ず
し
、
彼
に
対
し
、
自
由
に
言

葉
を
発
し
て
い
る
。

「
ア
フ
マ
ド
は
、
バ
ー
ヤ
ズ
ィ
ー
ド
に
会
わ
ん
と
し
て
出
か
け
た
。
フ
ァ
ー
テ
ィ

マ
も
彼
に
同
行
し
た
。
バ
ー
ヤ
ズ
ィ
ー
ド
の
も
と
に
着
く
と
、
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ

は
顔
か
ら
ベ
ー
ル
を
は
ず
し
、
ア
ブ
ー
・
ヤ
ズ
ィ
ー
ド
﹇「
バ
ー
ヤ
ズ
ィ
ー
ド
」

に
同
じ
﹈
に
語
り
か
け
た
。
ア
フ
マ
ド
は
、
憤
慨
し
て
言
っ
た
。『
フ
ァ
ー
テ

メ
よ
、
バ
ー
ヤ
ズ
ィ
ー
ド
に
な
ん
と
無
礼
な
こ
と
を
す
る
の
だ
？
』 

フ
ァ
ー
テ

メ
は
言
っ
た
。『
あ
な
た
は
私
の
本
来
の
マ
フ
ラ
ム
﹇
イ
ス
ラ
ー
ム
法
上
、
ベ
ー

ル
等
で
身
体
を
覆
い
隠
す
必
要
の
な
い
相
手
﹈
で
あ
り
、
バ
ー
ヤ
ズ
ィ
ー
ド
様

は
神
秘
道
に
お
け
る
マ
フ
ラ
ム
な
の
で
す
。
私
は
あ
な
た
に
よ
っ
て
（
現
世
の
）

愛
に
至
り
、
こ
の
方
に
よ
っ
て
神
に
至
る
の
で
す
』」⁵⁷

　

ス
ー
フ
ィ
ー
伝
に
記
さ
れ
、
あ
る
い
は
、
ス
ー
フ
ィ
ー
ら
に
よ
っ
て
そ
の
名
を

伝
え
ら
れ
た
多
く
の
女
た
ち
は
、
敬
虔
主
義
者 pārsā 

で
あ
っ
た
。
神
秘
主
義
の

導
師
ら
は
、
彼
女
た
ち
の
言
行
の
影
響
を
受
け
、
あ
る
い
は
、
彼
女
た
ち
の
言
葉

や
逸
話
を
伝
え
て
い
る
。
し
か
し
、
フ
ァ
ー
テ
メ
は
、
神
秘
修
行
の
方
法
を
自
ら

言
葉
に
し
た
。
そ
れ
は
、
彼
女
の
神
秘
道
に
お
け
る
求
道
へ
の
精
通
を
示
す
も
の

で
も
あ
る
。

　
「
酔
言
の
導
師
」sheykh-e shaṭṭāḥ

、「
霊
知
者
た
ち
の
王
」 sulṭān al-‘ārifīn 

と

し
て
知
ら
れ
る
バ
ー
ヤ
ズ
ィ
ー
ド
・
バ
ス
タ
ー
ミ
ー
は
、
神
秘
体
験
に
お
い
て
、

同
時
代
の
ス
ー
フ
ィ
ー
ら
の
神
秘
体
験
を
表
し
た
言
葉
を
批
判
し
、
あ
る
い
は
、

霊
知
と
し
て
無
価
値
で
あ
る
と
み
な
す
ほ
ど
の
域
に
ま
で
達
し
て
い
た
。
し
か
し
、

彼
は
、
オ
ン
メ・ア
リ
ー
を
、
フ
ト
ゥ
ー
ワ
と
ヒ
ン
マ
（
精
神
集
中
に
よ
る
霊
的
力
）

の
範
と
呼
ん
で
い
た
。

　
『
神
秘
主
義
聖
者
列
伝
』
で
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

バ
ー
ヤ
ズ
ィ
ー
ド
は
ア
フ
マ
ド
﹇
オ
ン
メ
・
ア
リ
ー
の
夫
﹈
に
尋
ね
た
。

「
い
つ
ま
で
旅
を
続
け
、
世
界
を
経
巡
る
つ
も
り
か
ね
」

ア
フ
マ
ド
は
答
え
た
。

「
水
を
一
つ
と
こ
ろ
に
止
め
て
お
こ
う
と
し
て
も
形
が
定
ま
ら
ず
姿
を
変
え
て

し
ま
い
ま
す
ゆ
え
」

導
師
バ
ー
ヤ
ズ
ィ
ー
ド
が
こ
う
言
っ
た
。

「
な
ぜ
大
海
で
あ
ろ
う
と
せ
ぬ
の
か
。
変
化
す
る
こ
と
も
汚
れ
る
こ
と
も
な
い
で

は
な
い
か
」（
藤
井
訳
『
聖
者
列
伝
』
一
七
六
頁
、
下
線
部
は
前
田
に
よ
る
）

　

ま
た
、
ヤ
ヒ
ヤ
ー
・
ム
ア
ー
ズ
・
ラ
ー
ズ
ィ
ー
（871

没
）﹇
バ
ル
フ
で
暮
ら
し

た
高
名
な
禁
欲
主
義
者
、
説
教
師
﹈ 

が
バ
ー
ヤ
ズ
ィ
ー
ド
に
次
の
よ
う
に
手
紙
を

書
き
送
っ
た
。

わ
ず
か
一
杯
の
霊
知
の
酒
杯
を
口
に
し
た
だ
け
で
、
我
を
忘
れ
、
始
め
も
終
わ

り
も
な
い
永
遠
の
酩
酊
に
入
り
込
む
者
に
つ
い
て
何
か
お
言
葉
を
下
さ
れ
」

バ
ー
ヤ
ズ
ィ
ー
ド
は
返
答
を
書
い
た
。

「
こ
こ
に
は
昼
夜
を
分
た
ず
、
存
在
の
永
遠
の
海
洋
そ
の
も
の
を
ワ
イ
ン
の
よ
う
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に 飲 み 干 し な が ら 、 も っ と な い の か と 咆 哮 し て い る 一 人 の 男 が 、 おり ま す ぞ 」

⁵ ⁸（ 藤 井 訳 『 聖 者 列 伝 』 一 六 六 頁 ）

　

こ れ ら の 伝 承 は 、 バ ー ヤ ズ ィ ー ド が 、 同 時 代 の ス ー フ ィ ー ら の 神 秘
体 験 を 、 ひ と り よ が り な 言 葉 だ け の も の と み な し 、 彼 ら の 存 在 を 歯 牙に も か け て い な か っ た こ と を 示 し て い る 。 に も 拘 わ ら ず 、  バ ー ヤ ズ ィ ード は 、 ヒ ン マ の 点 で も 、 ま た 、 神 秘 体 験 の 観 点 で も 、 オ ン メ  ・  ア リ ー を 、神 秘 的 求 道 の 範 と 見 な し て い た 。 彼 は 、 オ ン メ ・ ア リ ー に つ い て こ う述 べ て い る 。

「 神 秘 主 義 を 抱 く も の は 皆 、 ア フ マ ド  ・  ハ ズ ラ ヴ ィ ー エ の 伴 侶 オ ン メ  ・ア リ ー の ご と き ヒ ン マ を 得 る べ き で あ る 。 あ る い は 、 彼 女 の 心 的 境地 の ご と き 、 心 の 境 地 に 達 す る べ き で あ る 。  」

⁵ ⁹

ア フ マ ド  ・  ハ ズ ラ ヴ ィ ー エ が 、 バ ー ヤ ズ ィ ー ド に 忠 言 を 乞 う た 時 、 バ ーヤ ズ ィ ー ド は こ う 言 っ た 。
「 お 前 の 妻 か ら ジ ャ ヴ ァ ー ン マ ル デ ィ ー を 学 ぶ が よ い 。  」

⁶ ⁰

　

オ ン メ ・ ア リ ー は 同 時 代 の 偉 大 な ス ー フ ィ ー た ち と も 深 交 を も っ た 。
ア ブ ー ・ ハ フ ス ・ ネ イ シ ャ ー ブ ー リ ー は 、 神 秘 主 義 を 男 性 の み の 教 派と 考 え 、 神 を 知 る 道 に お い て は 、 女 た ち の 道 は な い と 考 え て い た 。 しか し 、 オ ン メ ・ ア リ ー の 人 物 と 信 仰 を 知 っ て 以 降 、 次 の よ う に 言 っ た 。「 い つ も 、 女 た ち の 語 る こ と を 忌 み 嫌 っ て い た 。 ア フ マ ド ・ ビ ン ・ ハ ズ

ラ ヴ ィ ー の 妻 、 オ ン メ ・ ア リ ー を 見 る ま で は 。 至 高 な る 神 が 、 自 身 の望 ま れ る 場 所 に 霊 知

 ma‘rifa
 を 置 か れ た の だ と 知 っ た 。  」 ま た 、 オ ン メ ・

ア リ ー は 、 次 の よ う に 信 じ る ス ー フ ィ ー の ひ と り で あ っ た 。 神 の 人 々へ の 愛 は 、 彼 が 彼 ら を 善 と 美 性 へ と 招 き 、 彼 ら に 苦 難 が 降 り か か る こと を よ し と し な い ほ ど で あ る 、 彼 ら が 神 を 愛 す る 限 り 。
　

オ ン メ ・ ア リ ー に 関 す る 逸 話 は 、 女 た ち が 、 神 へ の 「 近 接 」 や 神 秘
道 に お け る 求 道 を 学 ぶ た め に 、 彼 女 の も と を 訪 れ て い た こ と を 示 し てい る 。

⁶¹

　

( 2) フ ァ ー テ メ

=

イ ェ ・ ネ イ シ ャ ー ブ ー リ ー

　

Fā
ṭima al-

Nays
hā

b
ūrīya

　

こ の 時 代 、  も う ひ と り の 女 が 、  同 時 代 の ス ー フ ィ ー た ち の 間 に お い て 、
霊 知 と 神 へ の 純 粋 な 献 身 、  実 在 （ 神 ） の 観 照 （ ム シ ャ ー ハ ダ ） に つ い て 、語 っ て い る 。 そ れ は 、 フ ァ ー テ メ ＝ イ ェ ・ ネ イ シ ャ ー ブ ー リ ー （

8
3
7/

8

没 ） で あ り 、  彼 女 は ホ ラ ー サ ー ン の 偉 大 な ス ー フ ィ ー の ひ と り で あ っ た 。彼 女 の ク ル ア ー ン へ の 理 解 は 、  同 時 代 の ス ー フ ィ ー ら の 驚 嘆 の 的 で あ った 。 ス ラ ミ ー は 彼 女 に つ い て 、 次 の よ う に 述 べ て い る 。  「 彼 女 の 時 代 の女 た ち の 中 で 、 彼 女 の ご と き 者 は い な か っ た 」
　

フ ァ ー テ メ ＝ イ ェ ・ ネ イ シ ャ ー ブ ー リ ー は 、 メ ッ カ に 住 ん で お り 、
エ ル サ レ ム に も 旅 を し た こ と が あ っ た 。 ス ラ ミ ー は 、 彼 女 と ズ ン  ・  ヌ ーン ・ ミ ス リ ー が メ ッ カ で 邂 逅 し た と い う 逸 話 を 伝 え て い る 。 フ ァ ー テメ は 、 ズ ン ・ ヌ ー ン に 何 か を 贈 っ た が 、 ズ ン ・ ヌ ー ン は 、 そ れ を 受 け取 ら ず に 言 っ た 。  「 婦 人 た ち か ら 物 を 受 け 取 る こ と は 、 恥 辱 で あ り 、 害悪 で あ る 。  」 す る と 、 フ ァ ー テ メ は 、 こ う 言 っ た 。  「 こ の 世 に 、 単 な る
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道 具 ﹇ で あ る よ う な 外 面 だ け ﹈
 sabab を 見 る こ と を し な い 者 以 上 に 、 善

良 な る ス ー フ ィ ー は あ り ま せ ん 。  」
　

ま た 、 ズ ン ・ ヌ ー ン に つ い て は 、 次 の よ う な 逸 話 が あ る 。 彼 は 、 エ
ル サ レ ム へ の 旅 の 途 中 で 、 フ ァ ー テ メ

=

イ ェ ・ ネ イ シ ャ ー ブ ー リ ー

に 会 い 、 彼 女 に 対 し 、 自 分 に 忠 告 と 戒 の 言 葉 を 与 え る よ う に と 請 う た 。フ ァ ー テ メ は 、  彼 に 対 し 、  行 為 と 発 言 に お い て 、  真 実 と  （ 己 と の ）  闘 い  （ ムジ ャ ー ハ ダ ） が 必 要 で あ る こ と に つ い て の 忠 告 を 与 え た 。 彼 女 の 神 秘体 験 と 霊 知 的 見 地 の 証 で あ る フ ァ ー テ メ の 言 葉 は 、  同 時 代 の 偉 大 な ス ーフ ィ ー で あ る バ ー ヤ ズ ィ ー ド ・ バ ス タ ー ミ ー と ズ ン ・ ヌ ー ン ・ ミ ス リ ーが 賞 賛 の 言 葉 を 述 べ る ほ ど で あ り 、  こ と に 、  ズ ン  ・  ヌ ー ン は 、  彼 女 を ス ーフ ィ ー た ち の 中 で 最 も 偉 大 な ス ー フ ィ ー と し て 挙 げ 、 彼 女 を 「 神 の 友

 

（ 聖 者 ）  」 で あ り 、  自 ら の 師 で あ る と み な す ほ ど で あ っ た 。 彼 は 、  フ ァ ーテ メ に つ い て 、 次 の よ う に 述 べ て い る 。
　

「 私 が 生 涯 で 出 会 っ た 最 も 高 い 地 位 の 人 物 は 、 メ ッ カ に 住 む 、 フ ァ ーテ メ

=

イ ェ ・ ネ イ シ ャ ー ブ ー リ ー と い う 名 の 女 性 で あ っ た 。 彼 女 の

ク ル ア ー ン 理 解 は 驚 く べ き も の で あ っ た 。 … 彼 女 は 、 神 の 友

 （ 聖 者 ）
 

a
wliyā’ 

Allā
h の ひ と り で あ り 、 私 の 師 で あ る 。 こ の 女 性 は 、 神 を 識 る こ

と に お い て 、 バ ー ヤ ズ ィ ー ド ・ バ ス タ ー ミ ー が 次 の よ う に 述 べ る ほ どの 地 位 に 達 し て い た 。  『 私 は 生 涯 に お い て 、 唯 一 人 の 男 と 一 人 の 女 以 外の 者 を 見 な か っ た 。  そ の 女 と は 、  フ ァ ー テ メ ＝ イ ェ  ・  ネ イ シ ャ ー ブ ー リ ーで あ っ た 。 彼 女 が 体 験 し て い な い 、 神 秘 道 の い か な る 階 梯 も な い こ とを 私 は 知 っ た 。  』  」

⁶ ²

　

( 3)
　

ア マ ト ッ ラ ー ・ ジ ャ バ リ ー イ ェ

　

A
mat allā

h al-Ja
balīya

　

こ の 時 代 の ホ ラ ー サ ー ン の 女 性 ス ー フ ィ ー の ひ と り が 、 ア マ ト ッ
ラ ー ・ ジ ャ バ リ ー で あ る 。 彼 女 は 、 ダ ー ム ガ ー ン の ヌ ー グ ア ー バ ー ドに 暮 ら し 、  「 神 の 本 質 の 顕 現 と 奇 蹟 」

āyāt 
wa karā

māt を 備 え し 者 で あ っ た 。

ス ラ ミ ー は 、 次 の よ う に 伝 え て い る 。
　

「 彼 女 ﹇ ア マ ト ッ ラ ー ﹈ は 、 バ ス タ ー ム か ら 一 フ ァ ル サ ン グ 離 れ た 村に 住 ん で い た 。 ／ 彼 女 は 、 バ ー ヤ ズ ィ ー ド と 彼 の 行 為 に つ い て 、 彼 女の 夫 に 知 ら せ 、 言 っ た 『 ア ブ ー ・ ヤ ズ ィ ー ド 様 は 今 、 こ れ こ れ の こ とを な さ っ て い ま す 』  」 バ ー ヤ ズ ィ ー ド は 、 こ れ を 知 る と 、 ア マ ト ッ ラ ーの 力 を 他 の 者 た ち に は 分 か ら ぬ よ う に 振 る 舞 い 、  彼 女 に つ い て こ う 言 った 。  「 私 は 、  精 神 集 中 に よ る 霊 的 力

hi
m

ma

を ア ブ ド ッ ラ ー に 期 待 し た が 、

そ れ は 、 彼 の 妻 に 顕 れ た 。  」

⁶ ³

　

( 4)
　

フ ォ タ イ メ

　

F
u
ṭay

ma. i
mra ’a Ḥ

a
m
d
ū
n al-

Qa
ṣṣār

　

フ ォ タ イ メ は 、  ハ ム ド ゥ ー ン  ・  カ ッ サ ー ル （

8
8

4/
5

没 ）

 
̶

̶ 彼 は 、  「 非

難 の 徒 （ マ ラ ー マ テ ィ ー ヤ ） の 祖 で あ る

 
̶

̶ の 妻 で あ り 、 ホ ラ ー サ ー

ン の ス ー フ ィ ー の ひ と り で あ る 。 ス ラ ミ ー は 、 彼 女 を 「 心 的 境 地 に おい て 高 い 地 位 に 達 せ し 者 ﹇ 女 ﹈  」

kabīrat 
al-ḥāl  の 名 で 呼 ん で い る 。 神 秘

道 の 実 践 に 関 す る 知 識 や 、 自 己 を 識 る こ と に お け る 彼 女 の 言 葉 が 残 され て い る 。 フ ォ タ イ メ は 、 人 間 の 心 （ カ ル ブ ） の 豊 饒 を 、 現 世 に 執 着し な い こ と で あ る と み な し 、 そ の 荒 廃 を 、 人 々 （ 現 世 ） に と ら わ れ るこ と で あ る と 考 え て い た 。
　

「 彼 女 は 言 っ た 。  『 己 を 識 る 者 は 、 神 に 隷 従 す る こ と

 ‘
ub

ū
dīya 以 外 の
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こ と に 頼 る こ と は な く 、 彼 ﹇ 神 ﹈ の 下 僕 た る こ と
ma

wlā-
hu

以 外 の こ と

は 誇 ら ぬ の で あ る 』  」

[[
Dhi

kr al-
Nis

wa], 
p.95] 

　

ま た 、 彼 女 は 、 叡 智 あ る 者 と は 、 彼 と の 深 交 が 人 間 の 心 （ カ ル ブ ）
を 生 き た も の と す る よ う な 者 で あ る と 信 じ て い た 。  さ ら に 、  彼 女 は 、  人 々と の 交 わ り に 関 す る ス ー フ ィ ー の ふ る ま い に つ い て 、  次 の よ う に 述 べ る 。

　

「 ス ー フ ィ ー と は 、 も し あ る 者 が 彼 を 求 め て 来 る な ら ば そ の 者 を 受 け入 れ 、 も し 、 彼 か ら 離 れ て 行 く な ら ば そ の 者 を 忘 れ ぬ よ う な 人 物 の こと を 言 う 。 あ る 者 が 彼 と 深 交 を も つ な ら ば そ の 者 に 善 事 を 教 え 、 も し 、彼 か ら 離 れ て い く と し て も 己 と の 深 交 を そ の 者 に 強 い な い 人 物 を 」

⁶ ⁴

　

( 5)
　

フ ァ フ ル ー イ ェ ・ ベ ン テ ・ ア リ ー

　

Fa
k
hr

ūya 
bi

nt 
‘A

lī

　

ス ラ ミ ー の 祖 父 、 ア ブ ー  ・  ア ム ル  ・  ビ ン  ・  ノ ジ ャ イ ド （

9
7
5/

6

没 ）  ﹇ ハ

デ ィ ー ス 伝 達 者 、 ス ー フ ィ ー ﹈

 の 妻 フ ァ フ ル ー イ ェ ・ ベ ン テ ・ ア リ ー も 、

ホ ラ ー サ ー ン の 女 性 ス ー フ ィ ー で あ る 。 同 時 代 の ス ー フ ィ ー ら の 間 で 、高 い 地 位 を 有 し て い た 。 夫 ア ブ ー ・ ア ム ル ・ ビ ン ・ ノ ジ ャ イ ド は 、 彼女 に つ い て こ う 言 っ た 。  「 私 が フ ァ フ ル ー イ ェ と の 深 交 か ら 得 た も の は 、ア ブ ー  ・  オ ス マ ー ン  ・  ヒ ー リ ー  （

9
1
0/

1

没 ）  ﹇ ヒ ー レ に 暮 ら し た ス ー フ ィ ー ﹈

と の 深 交 か ら 得 た も の に 決 し て 劣 ら な い 。  」 ま た 、 ア ブ ー ・ ア リ ー ・サ カ フ ィ ー も 、 彼 女 の 叡 智 を 讃 え た 。 フ ァ フ ル ー イ ェ は こ う 信 じ て いた 。  「 人 間 が 自 ら の 知 識

  ‘il
m に よ っ て 語 る と き に は 、 己 の 心

qalb
 と 我

執

nafs

を 飾 り 立 て 、 己 を 言 葉 の 美 し さ に よ っ て 高 め よ う と す る 。 ま た 、

知 識 に よ っ て 実 践 し よ う と す る と き に は 、 我 執 と 心 を 苦 悩 さ せ 、 実 践mu‘ā
mala

に お け る 神 へ の 純 粋 な 献 身

i
k
hlāṣ

の 不 足 ゆ え に 、 己 を 卑 し き

も の と す る 。  」

⁶ ⁵

　

( 6)
　

ア ー イ ェ シ ェ

=

イ ェ ・ マ ル ヴ ズ ィ ー イ ェ

　 　 　 　 　

 ‘Ā
’is

ha. i
m ra ’a 

A ḥ
m

a
d 

b. al-
Sirrī. al-

Marvzī ya

　

ア ー イ ェ シ ェ ＝ イ ェ ・ マ ル ヴ ズ ィ ー イ ェ は 、 こ の 時 代 の ス ー フ ィ ー
で あ り 、 ジ ャ ヴ ァ ー ン  ・  マ ル デ ィ ー を 信 奉 し 、 フ ト ゥ ー ワ を 教 え て い た 。彼 女 は 、 ク ー フ ァ に 住 ん で い た シ ー ア 派 の ハ デ ィ ー ス 学 者 、 ア フ マ ド ・ビ ン  ・  セ ッ リ ー の 妻 で あ っ た 。 し か し 、  ア ー イ ェ シ ェ は 、  ニ ー シ ャ ー ブ ール の ア ブ ー ・ オ ス マ ー ン ・ ヒ ー リ ー の 家 に 住 ん で い た 。

　

「 私 ﹇ 著 者 ス ラ ミ ー ﹈ は 、 ア ー イ ェ シ ェ が こ う 言 う の を 聞 い た 『 霊 知者

 ʻārif の 叡 智 は 、 そ の 心

 qalb
 の 鏡 で あ り 、 霊 知 者 の 魂

 r
ū
ḥ は 、 叡 智 の

鏡 で あ る … 神 の 恩 寵 と は 、 こ の 鏡 の 光

 n
ūr

 で あ り 、 霊 知 者 の 慧 眼

 baṣīra 

は 過 ち を 善 行 か ら 顕 わ と す る 』  」
　

彼 女 は 、 ス ー フ ィ ー た ち と フ ト ゥ ー ワ の 徒 に 従 い 、 彼 ら と 共 に い る
こ と を 、 自 身 の 安 ら ぎ で あ り 、 神 秘 修 行 で あ る と 考 え て い た 。 彼 女 はこ う 述 べ た 。

　

「 フ ト ゥ ー ワ の 徒 が 私 を 求 め て 訪 ね て 来 よ う と す る 時 、 そ の 者 が 私 のも と に 辿 り 着 く な り 、 私 は そ の 者 の 思 念 を 私 の 内 面 に お い て 、 光 の よう に 感 じ る の だ 。 そ し て 、 私 が そ の 者 に よ く 仕 え る こ と が で き た な ら 、そ の 光 は 、 私 の 内 面 に 残 り 、 ま た 、 よ く 仕 え る こ と が で き な か っ た な ら 、そ の 光 は 消 え て し ま う 。  」

⁶ ⁶
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̶ ̶ ̶ ̶ 　 文 化 表 象 と し て の 〈 イ ス ラ ー ム 〉 　 ̶ ̶ ̶ ̶
　

( 7)
　

フ ァ ー テ メ ・ ベ ン テ ・ ア フ マ ド ・ ビ ン ・ ハ ー ニ ー

　 　 　 　 　

Fā
ṭima 

bi
nt 

A
ḥ
m

a
d 

b. 
Hā

nī 
Nays

hā
b
ūrīya

　

ア フ マ ド ・ ビ ン ・ ハ ー ニ ー の 娘 フ ァ ー テ メ も 、 こ の 時 代 の ス ー フ ィ ー
で あ り 、 ア ブ ー ・ オ ス マ ー ン ・ ヒ ー リ ー と 親 交 が あ っ た 。 彼 女 は 、 ニ ーシ ャ ー ブ ー ル の 富 豪 で あ り 、 自 身 の 財 産 を フ ト ゥ ー ワ の 徒 の た め に 投げ 出 し た 。 ア ブ ー ・ オ ス マ ー ン は 、 フ ァ ー テ メ の 喜 捨 は 、 現 世 で も 来世 で も 報 い を 求 め る こ と を し な い 、 フ ト ゥ ー ワ に よ る 喜 捨 で あ る と 考え て い た 。

　

「 フ ァ ー テ メ は 言 っ た 『 現 世 は 、 愚 者 た ち の 罠 で あ る 。 叡 智 と 神 の 恩寵 を 持 た ぬ 者 が 、 そ の 罠 に か か る の で あ る 』  」

⁶ ⁷

　

( 8)
　

ア ー イ ェ シ ェ ＝ イ ェ ・ マ ル ヴ ズ ィ ー イ ェ

　 　 　

 ‘Ā
’is

ha 
bi

nt 
A ḥ

m
a
d al- Ṭ

awīl al-
Mar

vzī
ya. z

a
wja 

‘A
b
d al-

Wā
ḥ
id al-

Say
yārī

　

ア ブ ド ゥ ル ヴ ァ ー ヘ ド  ・  サ イ ヤ ー リ ー  （

9
8
5/

6

没 ）  の 妻 ア ー イ ェ シ ェ  ・

ベ ン テ ・ ア フ マ ド ・ タ ヴ ィ ー レ ・ マ ル ヴ ズ ィ ー イ ェ も 同 時 代 の 知 者 にし て ム ジ ュ タ ヒ ド の ひ と り で あ っ た 。 ス ラ ミ ー に よ れ ば 、  「 彼 女 の 時 代に 、 心 的 境 地

 ḥāl に お い て 彼 女 よ り 優 れ た 者 は な か っ た 」

　

彼 女 は 、 ス ラ ミ ー と 同 時 代 に ニ ー シ ャ ー ブ ー ル に 暮 ら し 、 自 分 の 財
産 を ス ー フ ィ ー た ち の た め に 遣 っ た 。 彼 女 は 、 貧 苦

faqr

を 舐 め て い な

い 者 に は 、  清 貧 の 美 徳

faḍā‘il  al-faqr

は 感 得 さ れ な い と 考 え て い た 。 ま た 、

あ る 者 が 彼 女 の 喜 捨 を 受 け 容 れ ず 、 女 か ら 物 を 受 け 取 る こ と を 恥 辱 とみ な し た と き 、 彼 女 は こ う 答 え た 。  「 神 へ の 隷 従

 ‘
ub

ū
dīya に 対 し て 栄 光

を 求 め る 者 は 、 己 の 卑 し さ

r
u‘

ū
na を 示 し て い る の で あ る 」

⁶ ⁸

　

ホ ラ ー サ ー ン の フ ト ゥ ー ワ の 導 師 で あ っ た ア ブ ド ゥ ッ ラ ー ・ サ ジ ュ
ズ ィ ー （

8
8

4/
5-

） の 妻 オ ン メ ・ ア ブ ド ゥ ッ ラ ー

U
m

m ‘
Ab

d 
allā

h. i
mra’a 

abī ‘
Ab

d allā
h al-

Sajzī ([
Dhi

kr al-
Nis

wa], 
p.92) 、 ア ブ ー  ・  ハ フ ス  ・  ネ イ シ ャ ー

ブ ー リ ー の 妻 ア ー イ ェ シ ェ

 ‘
Ā’is

ha i
mra’a abī 

Ḥafṣ al-
Nays

hāb
ūrī ([

Dhi
kr al-

Nis
wa], 

p.70)

、 ア ブ ー ・ オ ス マ ー ン ・ ヒ ー リ ー の 娘 ア ー イ ェ シ ェ ＝ イ ェ ・

ネ イ シ ャ ー ブ ー リ ー

﹇ 以 下 、

( 9)を 参 照 ﹈

、 そ の 娘 で ア ブ ー  ・  オ ス マ ー ン  ・  ヒ ー

リ ー の 孫 オ ン メ ・ ア フ マ ド

﹇

( 9)﹈、 そ し て 、 ア フ マ ド ・ イ ブ ン ・ ハ ム ダ ー

ン の 娘 オ ン メ  ・  ホ セ イ ン 、 オ ン メ  ・  コ ル ス ー ム

﹇

( 1 1)﹈、 ア ズ ィ ー ゼ ＝ イ ェ  ・

ヘ ラ ヴ ィ ー イ ェ

﹇

( 1 2)﹈、 ア ブ ド ゥ ッ ラ ー  ・  ハ ム シ ャ ー ズ の 娘 オ ン メ  ・  ア リ ー

﹇

( 1 3)﹈、 ソ ラ イ レ ＝ イ ェ ・ シ ャ ル ギ ー イ ェ

﹇

( 1 4)﹈
も 、 こ の 時 代 の ニ ー シ ャ ー

ブ ー ル の 女 性 ス ー フ ィ ー で あ っ た 。
　

﹇ ア ブ ド ゥ ッ ラ ー ・ サ ジ ュ ズ ィ ー の 妻 ﹈ オ ン メ ・ ア ブ ド ゥ ッ ラ ー に よる 次 の 言 葉 が 残 さ れ て い る 。
　

「 人 の 生 と は 汝 の 心 を  〈 彼 〉  へ の 接 見

 liqā’ へ と 広 げ 、  神 へ と 近 づ く こ と 、

こ の 世 と こ の 世 の 人 々 に 囚 わ れ ぬ こ と へ と 汝 を 導 い て く れ る 者 と の 邂逅

 liqā’
 で あ る 。  」

⁶ ⁹

　

( 9)
　

ア ー イ ェ シ ェ

=

イ ェ ・ ネ イ シ ャ ー ブ ー リ ー 、 オ ン メ ・ ア フ マ ド

　 　 　 　
 ‘Ā

’is
ha 

bi
nt a

bī ‘U
t
h

mā
n 

Sa ‘īd 
b. Is

mā
‘īl al- Ḥ

īrī al-
Nays

hā
b
ūrī

　 　 　 　 　

U
m

m 
A

ḥ
m

a
d 

bi
nt ‘Ā

’is
ha 

bi
nt a

bī ‘U
t
h

mā
n

　

ア ー イ ェ シ ェ

=

イ ェ  ・  ネ イ シ ャ ー ブ ー リ ー  （

9
5
7/

8

没 ）  は 、  ニ ー シ ャ ー

ブ ー ル の 「 心 的 境 地 」

ḥāl に お い て 優 れ た 者 で あ り 、 神 秘 道 に お い て

は 、 父 ア ブ ー ・ オ ス マ ー ン ・ ヒ ー リ ー の 弟 子 で あ っ た 。 ア ー イ ェ シ ェ は 、
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次 の よ う に 信 じ て い た 。
　

奴 隷 を 蔑 む 者 は 、  そ の 者 の 喜 悦 を そ う で な ら ね な ら ぬ よ う に は 、  知 っ
て い な い 。  「 創 造 主 を 愛 す る 者 は 、 彼 の 被 造 物 を も 偉 大 な も の と み な すの で あ る 。  」

 

 ま た 、 娘 オ ン メ ・ ア フ マ ド へ の 、 ア ー イ ェ シ ェ の 言 葉 が 残 っ て い る 。
「 や が て 消 滅 す る も の に 心 を 囚 わ れ る な か れ 。 過 ぎ ゆ く も の を 嘆 く な かれ 。 神 に 心 を 向 け よ 。 神 の 赦 し に 預 か ら ぬ こ と を こ そ 嘆 け 。  」

⁷ ⁰

　

オ ン メ ・ ア フ マ ド も 、  「 ヒ ン マ

hi
m

ma

と 心 的 境 地

 ḥāl 

と （ ス ー フ ィ ー

と し て の ） ふ る ま い

 k
hulq 」 に お い て 、 同 時 代 に 比 類 な き 存 在 で あ っ た 。

　

「 彼 女 は 言 っ た 。  『 己 自 身 の 欠 点 を 知 る と き 、 そ の 者 は 、 自 ら の 欠 点か ら 赦 さ れ る の で あ る 』 ／ 彼 女 は 言 っ た 『 自 ら の 欠 点 に 甘 ん じ 、 そ れを 正 そ う と せ ぬ 者 に は 、 神 は 、 無 為 な 言 葉 を 吐 く 者 の 定 め を 与 え る であ ろ う 』  」

⁷¹

　

( 1 0)
　

オ ン メ ・ ホ セ イ ン

　

U
m

m al-
Ḥ

u
say

n 
bi

nt 
A ḥ

m
a
d 

b. Ḥ
a
m
dā

n

　

ア フ マ ド ・ イ ブ ン ・ ハ ム ダ ー ン の 娘 、 オ ン メ ・ ホ セ イ ン は 、 ア ブ ー ・
ハ フ ス ・ ネ イ シ ャ ー ブ ー リ ー と ア ブ ー ・ オ ス マ ー ン ・ ヒ ー リ ー の 朋 友に し て 、 ニ ー シ ャ ー ブ ー ル の ス ー フ ィ ー で あ っ た 。 彼 女 の 言 葉 は 、 非難 の 徒 （ マ ラ ー マ テ ィ ー ヤ ） の 教 義 の 影 響 を 示 す も の あ る 。

　

「 彼 女 は 、 こ う 言 っ た 。  『 神 は 、 天 国 を 、 敬 虔 な る 信 徒 ら

mu’
mi

nī
n

の

魂

a
nf

us に 報 い る も の と し て 創 ら れ 、 彼 ら の 心

q
ul

ūb
 を 、 神 の ご 意 思

 

naża
r

の 在 処 と し て 作 ら れ た 。  』  」 そ の た め 、 神 の 信 徒 ら は 自 ら の 魂 を 現

世 の も の に 売 り 渡 し て は な ら ず 、 神 の ご 意 思 の 在 処 を 、 神 の ご 不 快 の

原 因 か ら 護 る よ う 努 め な け れ ば な ら な い の で あ る 、  と 彼 女 は 信 じ て い た 。 神 秘 道 に 関 す る 彼 女 の 言 葉 と し て 、 次 の よ う な も の が あ る 。
　

「 神 秘 道 の 徒 は 、 自 ら の 絨 毯 と し て 土 を 、 自 ら の 食 べ 物 と し て 空 腹 を選 ば な け れ ば な ら な い 。 そ し て 、 自 ら の 喜 び と し て 哀 し み を 選 び 、 世の 人 々 か ら の 拒 否 を 自 ら の 受 け 容 れ ら れ た 証 と み な さ な け れ ば な ら ない 。 ま た 、 自 ら の 栄 光 と し て 、 恥 辱 を 選 び 取 ら な け れ ば な ら な い 。  」

⁷ ²

　

( 1 1)
　

オ ン メ ・ コ ル ス ー ム

　

U
m

m 
Kolt

h
ū

m. al-
ma

‘rūfa 
bi-

k
hāla

　

k
hāla （  「 母 方 の 叔 母 」 の 意 ） と し て 知 ら れ る オ ン メ ・ コ ル ス ー ム は 、

ア ブ ー  ・  ア リ ー  ・  サ カ フ ィ ー と ア ブ ド ゥ ッ ラ ー  ・  モ ナ ー ゼ ル （

9
4

0/
1

没 ）

﹇ ニ ー シ ャ ー ブ ー ル の ス ー フ イ ー 、 非 難 の 徒 （ マ ラ ー マ テ ィ ー ヤ ） の 導師 ﹈  、 ア ボ ル ・ ガ ー セ ム ・ ナ ス ラ ー バ ー デ ィ ー （

9
7
7/

8

没 ）  ﹇ エ ス フ ァ

ハ ン に ハ ー ン ガ ー を 有 し て い た 神 秘 道 導 師 ﹈ の 崇 敬 を 受 け 、 か つ 、 彼の 親 族 で も あ っ た 。 ゴ ラ シ イ ェ ＝ イ ェ ・ ナ サ ヴ ィ イ ェ

﹇

( 1 5)参 照 ﹈

は 、 次 の

よ う な 伝 承 を 伝 え て い る 。 あ る と き オ ン メ ・ オ ル ス ー ム と 共 に 山 へ 出か け る と 、 彼 女 は 、 胸 が 苦 し く な っ た の で 街 へ 帰 り た い と 言 っ た 。 街へ 戻 る と 、 ゴ ル シ イ ェ は 、 オ ン メ  ・  コ ル ス ー ム に 、 何 故 胸 が 苦 し く な った の か と 尋 ね た 。
　

「 す る と 、 彼 女 は 言 っ た 。  『 神 の 力
q
udra

 ﹇ の 証 、 つ ま り 、 山 ﹈ を 見 た

こ と に よ っ て 、 全 能 の 神

 al-
qā

dir に 意 識 を 向 け る こ と が で き な く な っ

て し ま う か ら で す 。  』  」
　

ま た 、  「 私 ﹇ 著 者 ス ラ ミ ー ﹈ は 、 ハ ー ラ ・ コ ル ス ー ム が こ う 言 う の を
聞 い た  『

wajd （ 感 じ る こ と ）  は 言 葉 で 説 明 で き る も の で は な い 。 何 故 な ら 、
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̶ ̶ ̶ ̶ 　 文 化 表 象 と し て の 〈 イ ス ラ ー ム 〉 　 ̶ ̶ ̶ ̶

そ れ は 、  下 僕 ﹇ 人 間 ﹈ に お け る 神 の 神 秘
 sirr だ か ら で あ る 。 も し 、  神 が 、

こ の 神 秘 が 顕 わ に な る こ と を お 望 み な ら ば 、  そ れ は 、  顕 わ と な る だ ろ う 。も し 、 隠 さ れ た ま ま で あ る こ と を お 望 み に な る な ら 、 そ れ は 、 隠 さ れた ま ま と な る だ ろ う 。  』  」

⁷ ³

　

( 1 2) ア ズ ィ ー ゼ ＝ イ ェ ・ ヘ ラ ヴ ィ ー イ

　

‛Azīz
a al-

Haravīya

　

ア ズ ィ ー ゼ ＝ イ ェ ・ ヘ ラ ヴ ィ ー イ ェ は 、  「  （ 真 理 を 表 す ） 舌 の 備 え し
者 ﹇ 女 ﹈ に し て 、 心 的 境 地 の 持 ち 主 ﹇ 女 ﹈  」

ṣā
ḥibat al-lisā

n 
wa 

ḥāl で あ り 、

ス ラ ミ ー と 同 時 代 の 人 物 に し て 、 ア ブ ド ゥ ッ ラ フ マ ー ン ・ ビ ン ・ シ ャフ ラ ー ン ﹇ ヘ ラ ー ト の ス ー フ ィ ー ﹈ の 朋 友 で あ っ た 。 彼 女 は 、 ヘ ラ ート か ら ニ ー シ ャ ー ブ ー ル に 移 り 住 ん で 彼 の 地 に 留 ま り 、 当 地 で 没 し た 。
　

「  「 私 ﹇ 著 者 ス ラ ミ ー ﹈ は 、  ヘ ラ ヴ ィ ー イ ェ が こ う 言 う の を 聞 い た 『 禁欲 主 義 者

zā
hid は 、  （ 現 世 的 ） 必 要 性 か ら 王 と 交 わ る こ と を 望 み 、 霊 知

者

‘ārif は 、  （ 精 神 的 ） 必 要 か ら 、  王 に よ っ て 深 交 を 望 ま れ る 』 … 『  〈 ア ッ

ラ ー こ そ は 、 お 前 た ち を 創 造 し 、 養 い 育 て 、 死 に 至 ら せ 、 次 に ま た 生き 返 ら せ 給 う お 方 〉  ﹇ ク ル ア ー ン 、 三 〇  ・  三 九

（ 訳 注 ３ ）

﹈ 誰 に も 人 間 の 寿

命 を 増 や す 力 が な い よ う に 、 誰 も 人 間 の 糧 を 増 や す こ と は で き な い ので あ る 』  」
　

ま た 、  「 私 ﹇ 著 者 ス ラ ミ ー ﹈ は 、 オ ン メ ・ ホ セ イ ネ ・ ゴ ラ シ イ ェ が こ
う 言 う の を 聞 い た ： 私 は ア ズ ィ ー ゼ

=

イ ェ ・ ヘ ラ ヴ ィ ー イ ェ が こ う 言

う の を 聞 い た 。  『 禁 欲 主 義 者

 zā
hid と 神 に 近 接 す る 者

 mutaqarrib
 は 、 自

分 た ち の 意 識 の 高 み か ら 人 々 を 見 て い る が ゆ え 、 彼 ら の 目 に は 、 人 々は 卑 し い も の に 見 え る の で あ る 。  』

⁷⁴

　

( 1 3)
　

オ ン メ ・ ア リ ー ・ ベ ン テ ・ ア ブ ド ゥ ッ ラ ー ヘ ・ ハ ム シ ャ ー ズ

　 　 　 　 　

U
m

m 
‘A

lī 
bi

nt ‛A
b
d allā

h 
Ḥ

a
ms

hā
d
h

　

オ ン メ  ・  ア リ ー  ・  ハ ム シ ャ ー ズ は 、 高 位 の 神 秘 家 に し て 、  「 ニ ー シ ャ ー
ブ ー ル の 女 た ち の 中 で 、 最 も 偉 大 な 者 ﹇ 男 ﹈ た ち 」

kibār 
nisā’ 

Naysāb
ūr 

で あ っ た 。 彼 女 は 、  ア ボ ル  ・  ガ ー セ ム  ・  ナ ス ラ ー バ ー デ ィ ー の 朋 友 で あ り 、同 時 代 の 神 秘 道 導 師 ら と 深 交 を も ち 、 彼 ら か ら 敬 意 と 尊 敬 を 受 け て いた 、 オ ン メ ・ ア リ ー は 、  （ 神 に 対 す る ） 隷 従 を 神 秘 道 を 行 く 者 の 霊 知 とみ な し て い た 。 彼 女 は こ う 信 じ て い た 。

 （ 神 に 対 す る 人 間 の ）  「 奴 隷 性 」

‘
ub

ū
dīya の 真 理 の 知 を 解 し た 者 は 、 す ぐ さ ま 、 神 の 「 主 性 」

r
ubūbīya

の

知 に 至 る と 。
　

「 私 ﹇ ス ラ ミ ー ﹈ は 、 オ ン メ ・ ア リ ー が こ う 言 う の を 聞 い た 『 被 造 物
﹇ と そ れ に 心 を 囚 わ れ る こ と ﹈ は す べ て 、 奴 隷 を 彼 の 創 造 主 か ら 分 か つ原 因 で あ る 』  」

⁷ ⁵

　

(1 4)
　

ソ ラ イ レ ＝ イ ェ ・ シ ャ ル ギ ー イ ェ

　

S
urayra al-

S
har

qīya

　

ソ ラ イ レ ＝ イ ェ ・ シ ャ ル ギ ー イ ェ は 、 ニ ー シ ャ ー ブ ー ル の 「 心 的 境
地 に お い て 偉 大 な る 者 ﹇ 女 ﹈  」

 ‘aẓīmat 
al-ḥā

l に し て 、 ア ブ ー ・ バ ク ル ・

フ ァ ー ル ス ィ ー （

1
0
3
8/

9

没 ） の 朋 友 で あ っ た 。 ス ラ ミ ー は 、 オ ン メ ・

ホ セ イ ネ ・ ゴ ラ シ イ ェ が 伝 え る 、 ソ ラ イ レ の 言 葉 を 記 し て い る 。
　

「 私 ﹇ オ ン メ ・ ホ セ イ ネ ・ ゴ ラ シ イ ェ ﹈ は 、 彼 女 ﹇ ソ ラ イ レ ﹈ が こ う言 う の を 聞 い た 『 知 識

 ‘
ul

ū
m の 細 部 は 、 最 終 的 に は 、 ふ た つ の 知 に 結

実 す る 。 そ れ は 、  （ 神 の ）  「 主 性 」

 r
ub

ūbīya の 知 と 人 間 の  「 奴 隷 性 」

‘
ub

ū
dīya

の 知 で あ る 。 最 後 に は 、  奴 隷 性 の 知 は 消 え 、  残 る の は 、  主 性 の 知 で あ る 。  』
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 ま た 、 ゴ ラ シ イ ェ の 伝 え る と こ ろ に よ れ ば 、 ソ ラ イ レ は こ う 言 っ た 。
「  （ 神 の ） 力 を 否 定 す る 主 た る 要 因 は 、  そ れ を 解 す る 力 の 無 能 さ に あ る 。  」さ ら に 、 苦 難

 al-
balā’

と 恵 み

 al-
ni‘

ma は 、 ひ と つ の も の で あ る と 述 べ て

言 っ た 「 真 実 な る 者 た ち

 sā
diqī

n は 、 苦 難 の 降 り か か る 状 況 に お い て こ

そ 明 ら か と な る 。  」

⁷⁶

　

( 1 5)
　

ゴ ラ イ シ イ ェ ＝ イ ェ ・ ナ サ ヴ ィ イ ェ

　

Q
urays

hīya al-
Nasa

wīya

　

ゴ ラ イ シ イ ェ ＝ イ ェ ・ ナ サ ヴ ィ イ ェ は 、 ニ ー シ ャ ー ブ ー ル の ス ー
フ ィ ー に し て 、 心 的 境 地 の 持 ち 主 で あ っ た 。 彼 女 に つ い て の ス ラ ミ ーの 記 述 は 、 ホ ラ ー サ ー ン の 女 性 ス ー フ ィ ー の 置 か れ た 境 遇 に 関 し て 、注 目 す べ き 点 を 含 ん で い る 。 ス ラ ミ ー は 、 彼 女 の 評 伝 を 、 ふ た つ の名 「 オ ン メ ・ ホ セ イ ネ ・ ゴ ル シ イ ェ と し て 知 ら れ る 、 ジ ョ ム エ ・ ビ ント ゥ ・ ア フ マ ド ・ ビ ン ・ モ ハ ン マ ド ・ ビ ン ・ ウ バ イ ド ゥ ッ ラ ー 」

J u
m

‘a 
bi

nt 
A
ḥ

ma
d 

b. 
Mu

ḥam
ma

d 
b. ‘

U
bayd allā

h al-
ma‘r

ūfa 
bi 

U
m

m al-
Ḥu

say
n al-

Q
ursiyya ([

Dhi
kr 

al-
Nis

wa], 
p
p.119-120)

、 お よ び 、  「 ゴ ラ イ シ イ ェ ＝ イ ェ ・

ナ サ ヴ ィ イ ェ 」

([
Dhi

kr 
al-

Nis
wa], 

p.105)

に よ っ て 記 し た 。 さ ら に 、 彼 女

に つ い て 、 知 識

 ‘il
m と 心 的 境 地

 ḥāl に お い て 、 同 時 代 に 無 二 の 存 在 で

あ り 、 ま た 、 自 ら の 財 産 を ス ー フ ィ ー ら の た め に 投 げ 出 し た と 記 し てい る 。 ゴ ラ イ シ イ ェ ＝ イ ェ ・ ナ サ ヴ ィ イ ェ は 、 ア ボ ル ・ ガ ー セ ム ・ ナス ラ ー バ ー デ ィ ー の 朋 友 で あ り 、  ア ブ ル  ・  フ サ イ ン  ・  ハ ズ リ ー ﹇ バ グ ダ ード の 法 学 者 ﹈  、 お よ び 、 同 時 代 の 他 の 導 師 ら と 深 交 を 結 ん で い た 。 ス ラミ ー は 、 こ の 女 性 ス ー フ ィ ー に つ い て 、 彼 女 自 身 か ら 直 接 聞 い た 逸 話を 記 し て い る 。

　

「 私 ﹇ 著 者 ス ラ ミ ー ﹈ は 、 彼 女 が こ う 言 う の を 聞 い た 。 ： 私 が シ ャ イフ ﹇ 導 師 ﹈  ・ ア ブ ル ・ フ サ イ ン ・ ハ ズ リ ー の も と を 訪 れ た と き 、 彼 は 私に こ う 言 っ た 。  『 お 前 の 朋 友 は 誰 か 』

 私 は こ う 答 え た 。  『 ナ ス ラ ー バ ー

デ ィ ー で す 』

 彼 ﹇ ハ ズ リ ー ﹈ は こ う 言 っ た 。  『 彼 ﹇ ナ ス ラ ー バ ー デ ィ ー ﹈

 

の 言 葉 の う ち 、  い ず れ を 記 憶 し て い る か 』

 私 は 答 え た  『 彼  ﹇ ナ ス ラ ー バ ー

デ ィ ー ﹈ は こ う 言 っ た 、  〈 自 己 の 否 定

 nisba
 が 真 正 な る 者 は 、 そ の 霊 知

 

ma‘rifa
 も 完 全 な も の と な る 〉 と 』 ハ ズ リ ー は 黙 し た 。 ／ 私 は 帰 り 、  ﹇ 事

の 子 細 を 話 す と ﹈ ナ ス ラ ー バ ー デ ィ ー は （ 私 の 返 答 に ） 満 足 し た 。  」

 「 ま

た 、 私 ﹇ 著 者 ス ラ ミ ー ﹈ は 、 彼 女 が こ う 言 う の を 聞 い た 。  『 知 識

 ‘il
m と

実 践

 ‘a
mal の 恩 恵 が 私 の 手 に 流 れ て い る 。 己 の こ と を 自 慢 す る 者 に 対 し 、

私 は こ う 言 い た い の で す ： 知 識

 ‘il
m は 、 そ れ を ひ け ら か す よ う な も の

で は な い 。 そ れ は 、 単 に 言 葉 だ け の も の

 kalā
m で あ り 、 発 せ ら れ る も

の

 nuṭ
q
 に す き な い の で す 。 知 識

 ‘il
m と は 、 ま さ し く 神 が 預 言 者 に 言 わ

れ た も の 〈 さ れ ば 汝 、 ア ッ ラ ー の ほ か に 神 は な い と 知 れ 〉  ﹇ ク ル ア ー ン 、四 七  ・  二 一

（ 訳 注 ４ ）

﹈  』  」

⁷ ⁷

　

ゴ ラ イ シ イ ェ が 残 し て い る 言 葉 は 、 彼 女 の 神 秘 道 へ の 精 通 と 神 秘 体
験 を 伝 え て い る 。 ま た 、 彼 女 と ア ボ ル ・ ガ ー セ ム ・ ナ ス ラ ー バ ー デ ィ ーの 議 論 に は 、 彼 女 の 率 直 さ と 力 強 さ の 証 を は っ き り と 見 る こ と が で きる 。 ナ ス ラ ー バ ー デ ィ ー は 、 ニ ー シ ャ ー ブ ー ル の 高 名 な 神 秘 家 で あ り 、ス ラ ミ ー の 導 師 に し て 、 ア ブ ー ・ ア リ ー ・ ル ー ド ゥ バ ー リ ー と シ ブ リ ー（

9
4
6

没 ）  ﹇ ホ ラ ー サ ー ン 出 身 の ス ー フ ィ ー ﹈  の 朋 友 で あ っ た 。 ス ラ ミ ー

は 『 ス ー フ ィ ー の 階 層 的 分 類 』

 に お い て 、 彼 を 、 真 理 の 知 に 精 通 し た 、

「 知 識 と 心 的 境 地 に お け る 時 代 の 最 も 偉 大 な 導 師 」  、 と 呼 ん で い る 。

⁷ ⁸ 

こ の 偉 大 な る 導 師 と ゴ ラ イ シ イ ェ の 間 で 交 わ さ れ た 言 葉 の い く つ か を 、
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̶ ̶ ̶ ̶ 　 文 化 表 象 と し て の 〈 イ ス ラ ー ム 〉 　 ̶ ̶ ̶ ̶

ス ラ ミ ー は 記 述 し て い る 。
　

「 あ る 日 、  彼 女  ﹇ ゴ ラ イ シ イ ェ ﹈  は 、  ナ ス ラ ー バ ー デ ィ ー に 言 っ た 。  『 あな た の 言 葉 は 何 と 美 し い の で し ょ う 。 し か し 、 あ な た の ス ー フ ィ ー とし て の ふ る ま い

 ak
hlā

q は 、 何 と 醜 悪 な の で し ょ う 』  」

　

ナ ス ラ ー バ ー デ ィ ー の 地 位 と 、 神 秘 道 の 弟 子 た ち に 対 す る 彼 の 導 師
と し て の 振 る 舞 い 、 ま た 、 神 秘 主 義 の 教 義 に お い て 、 通 常 、 求 道 者 が自 ら の 導 師 を 絶 対 的 に 信 奉 す る こ と を 考 え る と 、 ゴ ラ イ シ イ ェ と ナ スラ ー バ ー デ ィ ー の 関 係 が 、 弟 子 と 師 、 神 秘 道 の 求 道 者 と 導 師 の 関 係 では な く 、 ゴ ラ イ シ イ ェ が 、 自 分 を 完 全 に ナ ス ラ ー バ ー デ ィ ー と 同 格 であ る と 考 え て い た こ と 、 ま た 、 自 身 が 彼 の 心 の 向 き を 批 判 す る 資 格 があ る と 考 え て い た こ と が 分 か る 。  こ こ で の ゴ ラ イ シ イ ェ に よ る ナ ス ラ ーバ ー デ ィ ー 批 判 は 、 実 際 に 、 彼 が 自 分 の イ ル ム 知 識 に 対 し 自 負 に 対 して 成 さ れ た も の で あ っ た 。

　

ス ラ ミ ー は 、  ま た 、  次 の よ う に も 記 し て い る 。  「 あ る 日 、  彼 ﹇ ナ ス ラ ー
バ ー デ ィ ー ﹈  は 、  彼 女  ﹇ ゴ ラ イ シ イ ェ ﹈  に 言 っ た 。  『 私 の 元 に は 来 る な ！ 』ゴ ラ シ イ ェ は 、 答 え た 。  『 で は 、 我 ら を 招 か ぬ が よ い 、 そ な た の 元 に は来 ぬ よ う に ！ 』  」

　

こ の や り 取 り か ら 、 ま ず 、 当 時 の ニ ー シ ャ ー ブ ー ル で は 、 女 た ち が
説 教 集 会 の 場 に 招 か れ て い た こ と と 、 男 性 ス ー フ ィ ー た ち と 同 席 し てい た こ と が 分 か る 。 そ し て 、 第 二 に 、 ナ ス ラ ー バ ー デ ィ ー が 、 ゴ ラ イシ イ ェ の 批 判 や 彼 女 の 見 解 、 問 い に 対 し 、 耐 え 難 く な っ た こ と を 示 して い る 。 ま た 、 ス ラ ミ ー は 別 の 箇 所 で 、 次 の よ う に 記 し て い る 。  「 あ る 日 、 ナス ラ ー バ ー デ ィ ー が 、  彼 女  ﹇ ゴ ラ イ シ イ ェ ﹈  に 言 っ た 。  『 黙 れ 』

 彼 女 は 言 っ

た 。  『 貴 方 が 黙 る ま で 、 私 も 黙 り ま せ ん 』  」
　

恐 ら く こ の ふ た り の ス ー フ ィ ー の 論 争 の 原 因 は 、 ゴ ラ イ シ イ ェ の 率
直 さ 、 そ し て 、 ナ ス ラ ー バ ー デ ィ ー の 知 識 へ の 自 負 に 対 し 、 彼 女 が 耐え 難 く 思 っ て い た こ と の ほ か 、 ゴ ラ イ シ イ ェ の も の と さ れ る 次 の 言 葉に も 見 る こ と が で き る 。

　

「 ゴ ラ イ シ イ ェ は 言 っ た 。  『 い か な る も の も 、 疑 念 ほ ど に は 、 私 を 苦し め は し な い 。 も し 、 も の の 真 理 を 理 解 し た な ら 、 私 は 黙 し ま し ょ う 。私 は 静 ま り ま し ょ う 。 神 の 恩 寵 が 私 の う え に 顕 わ と な り ま し ょ う 』  」
　

彼 女 が 自 ら の 疑 念 に 対 し 、  黙 っ て い る こ と が で き な か っ た こ と 、  ま た 、
も の の 真 理 を 理 解 す る ま で は 、 い か な る 返 答 も 容 易 に 彼 女 を 納 得 さ せる こ と は な か っ た こ と が 、 ゴ ラ イ シ イ ェ と ナ ス ラ ー バ ー デ ィ ー と の 激論 の 原 因 で あ っ た 。

⁷ ⁹

３　

ダ ー ム ガ ー ン の 女 性 神 秘 家 た ち

　

ア ー イ ェ シ ェ ＝ イ ェ ・ デ ィ ー ン ヴ ァ リ ー

﹇ 以 下 の

( 1)参 照 ﹈

と 、 ズ ィ ヤ ー

デ ＝ イ ェ ・ タ ル ズ ィ イ ェ

Ziyā
da 

bi
nt 

al-
K
huṭṭāb 

al-
Ṭarzīya

、 ア フ マ ド ・ ビ

ン ・ ハ イ ヤ ヴ ィ ー イ ェ の 娘 マ レ ケ

﹇

( 2)﹈、 フ ァ ー テ メ ・ ベ ン テ ・ エ ム ラ ー

ン
﹇

( 3)﹈、  ア ブ ド ゥ ー セ  ・  ベ ン テ  ・  ハ ー レ ス

﹇

( 3)﹈
は 、  こ の 時 代 の ダ ー ム ガ ー

ン の ス ー フ ィ ー で あ る 。
　

( 1)
　

ア ー イ ェ シ ェ

=

イ ェ ・ デ ィ ー ン ヴ ァ リ ー

　

 ‘Ā
’is

ha al-
Dī

nvarīya

　

ア ー イ ェ シ ェ ＝ イ ェ ・ デ ィ ー ン ヴ ァ リ ー は 、 神 秘 道 に お い て 、 イ ブ
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ラ ー ヒ ー ム ・ シ ー バ ー ン ・ ゲ ル ム ス ィ ー ニ ー （
9
4
8/

9

没 ）  ﹇ ジ ャ ヴ ァ ー

ル の 高 名 な ス ー フ ィ ー ﹈ の 弟 子 の ひ と り で あ り 、  彼 の 遺 言 を 伝 え て い る 。([
Dhi

kr al-
Nis

wa], 
p.68)

  

　

( 2)
　

マ レ ケ

=

イ ェ ・ ハ イ ヤ ヴ ィ ー イ ェ

　

Mali
ka 

bi
nt 

A
ḥ
m

a
d 

b. Ḥ
ay

ya
wiya

　

マ レ ケ ＝ イ ェ  ・  ハ イ ヤ ヴ ィ ー イ ェ は 、 ダ ー ム ガ ー ン の 王 族 の 娘 で あ り 、

「 心 的 境 地 の 持 ち 主 」

ṣā
ḥibat al-ḥāl で あ っ た 。 夫 ハ サ ン ・ ビ ン ・ ア リ ー ・

ビ ン  ・  ハ イ ヤ ヴ ィ ー イ ェ と と も に 、 メ ッ カ 巡 礼 の 旅 を し た 際 、 シ ブ リ ーに 会 っ て い る 。
　

「 シ ブ リ ー は 、 ハ サ ン に 対 し て 言 っ た 。  『 汝 は 男 で あ り 、 こ れ は 女 だ 。し か し 、  彼 女 は 心 的 境 地

 ḥāl に お い て 、  汝 よ り も 高 い 地 位 に 達 し て い る 』  」

　

彼 女 の 夫 に つ い て 、 次 の よ う な 逸 話 が あ る 。 彼 は 、 私 は シ ブ リ ー の
言 葉 を 、 心 か ら 実 感 し た 、 と 述 べ る 。 マ レ ケ は 、 メ ッ カ 巡 礼 に 来 て いた 黒 人 達 に 、 自 分 が も っ て い た 金 を 全 て 喜 捨 し た た め 、 夫 が 「 い く らか の 金 を 残 し て お く べ き だ 」 と 言 う と 、 こ う 答 え た 。

　

「 彼 女 は 私 に こ う 言 っ た 。  『 ハ サ ン よ 、 ど れ ほ ど 、 そ の 言 葉 を 繰 り 返す の か ？ こ こ で 貴 方 の 目 に は 黒 人 た ち 以 外 の も の は 見 え な い と で も いう よ う に ！ 』  」

⁸ ⁰

　

( 3)
　

フ ァ ー テ メ ・ ベ ン テ ・ エ ム ラ ー ン 、 ア ブ ド ゥ ー セ ・ ベ ン テ ・ ハ ー レ ス

　 　 　 　

Fā
ṭima 

bi
nt 

‘Imrā
n

, ‘A
b
d
ūsa 

bi
nt al-

Ḥ
ā
rit

h

　

フ ァ ー テ メ  ・  ベ ン テ  ・  エ ム ラ ー ン と ア ブ ド ゥ ー セ  ・  ベ ン テ  ・  ハ ー レ ス は 、

全 生 涯 を 、 ス ー フ ィ ー た ち へ の 奉 仕 に 捧 げ た 。 ス ラ ミ ー が 「 心 的 境 地に お い て 偉 大 で あ り 、 ワ ジ ュ ド （ 感 じ る こ と ） に お い て 激 し い 」

 kabīrat 

al-ḥāl va s
ha

dī
dat al-

wajd と 呼 ん だ フ ァ ー テ メ は 、  ア ブ ー  ・  ア ブ ド ゥ ッ ラ ー  ・

ザ ー ヘ ド の 朋 友 で あ り 、  ア ブ ー  ・  モ ハ ン マ ド  ・  ム ー セ リ ー は 、  彼 女 を 、  「 時の ラ ー ビ ア 」 と 呼 ん だ 。
　

ま た 、 ア ブ ド ゥ ー セ ・ ベ ン テ ・ ハ ー レ ス も 、 ス ラ ミ ー に よ れ ば 、 生
涯 の う ち 三 十 年 を ス ー フ ィ ー ら へ の 奉 仕 に 捧 げ た の だ っ た 。

⁸¹

４　

オ ン メ ・ モ ハ ン マ ド

 U
m

m 
M

u
ḥ
a

m
m
a

d

と

　 　 　 　 　 　

息 子 イ ブ ン ・ ハ フ ィ ー フ の 修 道 所

　

ニ ー シ ャ ー ブ ー ル の 出 自 で あ る 女 性 ス ー フ ィ ー と し て 、  「 偉 大 な る 導
師 」

s
heyk

h-e 
kabīr の 名 で 知 ら れ る ア ブ ー ・ ア ブ ド ゥ ッ ラ ー ・ ム ハ ン マ

ド ・ ビ ン ・ ハ フ ィ ー フ （

9
3
1
or

9
4
2
or

9
8
1

没 ）  ﹇ シ ー ラ ー ズ の 神 秘 道 導 師 。

ハ フ ィ ー フ ィ ー ヤ 学 派 の 祖 ﹈ の 母 、 オ ン メ ・ モ ハ ン マ ド が い る

（ 訳 注 ６ ）

。

オ ン メ ・ モ ハ ン マ ド の 父 は 、 ニ ー シ ャ ー ブ ー ル の キ ャ ラ ー ミ ー ヤ ﹇ アブ ー  ・  ア ブ ド ゥ ッ ラ ー  ・  ム ハ ン マ ド  ・  ビ ン  ・  キ ャ ラ ー ム が 創 始 し た 一 派 ﹈と 関 わ り を も ち 、  若 年 時 代 に シ ー ラ ー ズ に 移 住 し た 、  偉 大 な ス ー フ ィ ーで あ っ た 。 彼 女 は 、 敬 虔 主 義 者
 pārsā

 で あ り 、 神 秘 の 開 示 と 観 照 の 徒

で あ っ た 。
　

オ ン メ ・ モ ハ ン マ ド は ス ー フ ィ ー の 一 家 に 育 っ た た め 、 神 秘 道 に 通
じ て お り 、 息 子 に も 神 秘 道 に 則 っ た 教 育 を し た い と 切 望 し た 。 ム ハ ンマ ド ・ ビ ン ・ ハ フ ィ ー フ の 神 秘 主 義 へ の 指 向 に は 、 母 親 が 多 大 な 影 響
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̶ ̶ ̶ ̶ 　 文 化 表 象 と し て の 〈 イ ス ラ ー ム 〉 　 ̶ ̶ ̶ ̶

を 及 ぼ し て い る 。 イ ブ ン ・ ハ フ ィ ー フ は 、 神 秘 主 義 の 歴 史 上 、 自 分 の母 か ら 弊 衣 （ ハ ル カ ） を 与 え ら れ た 唯 一 の 神 秘 家 で あ る 。 神 秘 主 義 の教 義

 に お い て 、 弊 衣 を 与 え ら れ る と は 、 実 践 的 な 意 味 で も 、 ま た 、 精

神 的 な 意 味 で も 、 神 秘 道 に お い て 指 導 を 受 け る 許 し を 得 る こ と で あ り 、弊 衣 を 与 え る 者 は 、 導 師 （ シ ャ イ フ 、 モ ル シ ド ） の 地 位 を 有 し て い なけ れ ば な ら な か っ た

（ 訳 注 ５ ）

。 イ ブ ン ・ ハ フ ィ ー フ は 、 神 秘 道 に お け る

母 の 達 し て い る 地 位 を 信 奉 し て い た た め 、 の ち に 、 イ ブ ン  ・  ア タ ー

 
̶

̶ 

ハ ッ ラ ー ジ へ の 不 信 仰 宣 言 （ タ ク フ ィ ー ル ） を よ し と せ ず 、 彼 を 真 理に か な う 者 と み な し た ﹇ イ ブ ン ・ ア タ ー は 、 ハ ッ ラ ー ジ の 思 想 を 受 け入 れ 、 ハ ッ ラ ー ジ と 同 年 に 処 刑 さ れ た ス ー フ ィ ー ﹈

̶
̶ 

が 彼 に 弊 衣 を

与 え よ う と し た 際 に も 、 母 か ら 下 賜 さ れ て い た 弊 衣 を 脱 ご う と は し なか っ た 。
　

イ ブ ン ・ ハ フ ィ ー フ は 、 シ ー ラ ー ズ に 修 道 所 を 造 り 、 神 秘 家 た ち の
教 育 と 指 導 に あ た っ て 、  〈 偉 大 な る 導 師 〉 と し て 知 ら れ る よ う に な った 。 彼 の 説 教 集 会 に は 、 何 千 人 も の 弟 子 た ち が 参 席 し た と い う 、 彼 の母 オ ン メ ・ モ ハ ン マ ド も 、 修 道 所 の 女 弟 子 た ち の 最 前 列 に 座 っ た 。

⁸ ²

ま た 、  二 度 の メ ッ カ 巡 礼

 
̶

̶ 一 度 は 沙 漠 か ら 、  も う 一 度 は 海 か ら

 
̶

̶ 

も 、 オ ン メ ・ モ ハ ン マ ド は 、  〈 偉 大 な る 導 師 〉 に 伴 っ て 旅 し た 。
　

女 性 ス ー フ ィ ー に つ い て 残 さ れ て い る 断 片 的 な 伝 承 を 見 る と 、  ホ ラ ー
サ ー ン 、 と く に 、 ニ ー シ ャ ー ブ ー ル で は 、 女 性 ス ー フ ィ ー ら が 集 会 への 参 席 を 許 さ れ て い た こ と が 伺 え る 。 し か し 、 修 道 所 や 導 師 の 説 教 集会 に 参 席 す る 、 神 秘 道 の 門 下 （ モ リ ー ド ） と し て の 女 た ち に 関 す る 最初 の 記 述 は 、  〈 偉 大 な る 導 師 〉 の 修 道 所 に 関 す る も の で あ る 。 オ ン メ ・モ ハ ン マ ド は 、 こ の 時 代 、 シ ー ラ ー ズ の 修 道 所 で の 神 秘 修 行 に お け る

女 性 の 存 在 と い う 点 で 、 極 め て 大 き な 役 割 を 担 っ て い た 。 も し 、 彼 女の 存 在 が な か っ た ら 、 イ ブ ン ・ ハ フ ィ ー フ の 修 道 所 に も 、 ま た 他 の 多く の 修 道 所 や 神 秘 道 道 場 に も 、 女 の 姿 は な か っ た で あ っ た ろ う 。
　

ニ ー シ ャ ー ブ ー ル の 神 秘 家 た ち の 修 行 の 方 法 や 思 想 に 影 響 を 受 け た 、
オ ン メ ・ モ ハ ン マ ド の 家 族 の 神 秘 道 へ の 指 向 は 、 疑 い な く 、 女 性 と 神秘 修 行 と の 関 係 に 対 す る 彼 女 の 姿 勢 に 、 大 き く 影 響 し て い た 。 オ ン メ ・モ ハ ン マ ド の 父 が シ ー ラ ー ズ に 移 住 し た 時 期 は 、 ニ ー シ ャ ー ブ ー ル の女 た ち が ス ー フ ィ ー ら の 集 ま り へ 足 を 踏 み 入 れ る よ う に な っ た 時 期 に近 い 。 そ し て 、 オ ン メ ・ モ ハ ン マ ド が シ ー ラ ー ズ に お い て 、 修 道 所 の門 戸 を 女 た ち に 開 い た 時 期 、 ニ ー シ ャ ー ブ ー ル の 女 性 ス ー フ ィ ー ら は 、ヴ ァ ハ テ ィ ー イ ェ ＝ イ ェ ・ オ ン メ ・ フ ァ ズ ル

﹇ ５ 参 照 ﹈

の よ う に 、 説 教 集

会 で 教 授 し て い た の で あ る 。

 

　

女 の 弟 子 を 受 け 容 れ た イ ブ ン ・ ハ フ ィ ー フ へ の 批 判 か ら は 、 ヒ ジ ュ
ラ 暦 四 世 紀 （ 西 暦 一 〇 世 紀 ） の シ ー ラ ー ズ に お い て 、 女 た ち が 修 道 女に 出 入 り す る こ と が ど れ ほ ど 奇 異 で あ っ た か を 見 て 取 る こ と が で き る 。イ ブ ン ・ ハ フ ィ ー フ の 修 道 所 に 反 対 す る 者 た ち が 作 り 上 げ た 、 の ち のス ー フ ィ ー 伝 に 記 さ れ た 逸 話 か ら は 、 女 た ち が 修 道 女 に 出 入 り す る こと が 、 一 部 の ス ー フ ィ ー ら の 目 に は 、 神 秘 道 の 教 義 に お け る 革 命 的 な出 来 事 と み な さ れ た こ と を 示 し て い る 。 イ ブ ン ・ ジ ャ ウ ズ ィ ー は 、 彼が 聞 い た 話 と し て 次 の よ う な 逸 話 を 伝 え て い る 。

「 弟 子 の 追 悼 会 に お い て 、 シ ャ イ フ ﹇ イ ブ ン ・ ハ フ ィ ー フ を 指 す ﹈

  は 、

彼 の 門 下 以 外 の 者 が そ の 場 に い な い こ と を 確 か め る と 、 男 の 弟 子 たち と 女 の 弟 子 た ち に 交 接 す る よ う に と 命 じ た 。  」

⁸ ³
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女 の 弟 子 が 修 道 所 に い る と い う こ と は 、  そ れ に 反 対 す る 者 た ち に と っ
て 、 耐 え 難 い こ と で あ っ た 。 イ ブ ン ・ ハ フ ィ ー フ に 対 し 、 中 傷 と 非 難が 巻 き 起 こ り 、 二 世 紀 の の ち に も 、 イ ブ ン ・ ジ ャ ウ ズ ィ ー が 〈 偉 大 なる 導 師 〉 の 教 義 を 「 危 険 な る も の 」

al-k
haṭarāt 、  「  （ 悪 魔 の ） さ さ や き 」

al-
wasā

wis

と 呼 ぶ ほ ど で あ っ た 。 ス ラ ミ ー が 「 導 師 の 中 の 導 師 」

s hayk
h 

al-
mas

hāyi
k
h

と 呼 び 、 そ の 清 浄 な る 精 神 と 善 と を 讃 え

 

⁸ ⁴、 そ の 敬 虔 さ

taq
wā ゆ え に 、 神 秘 主 義 の 歴 史 上 、  「 偉 大 な る 導 師 」 と 称 さ れ た 人 物 も 、

女 た ち へ の 敬 意 と 女 を 修 道 所 に 受 け 入 れ た こ と に よ っ て 、 イ ス ラ ー ム聖 法 と 倫 理 に 反 す る 存 在 と み な さ れ た の で あ る 。
　

イ ブ ン ・ ハ フ ィ ー フ の 修 道 所 に 対 す る 誹 謗 中 傷 に も 拘 わ ら ず 、 こ の
導 師 は 、 神 秘 主 義 の 歴 史 に お け る 「 導 師 の 中 の 導 師 」 に し て 、 神 秘 道の 枢 軸 （ ク ト ゥ ブ ） と み な さ れ 、 同 時 代 の 高 名 な 神 秘 家 ら の 崇 敬 の 対象 と さ れ て い る 。 ス ラ ミ ー は 、 彼 の も と に 参 じ 、 彼 の 言 葉 を 引 用 す る許 し を 得 て い る 。 ま た 、 ニ ー シ ャ ー ブ ー ル の 偉 大 な 女 性 ス ー フ ィ ー であ る ヴ ァ ハ テ ィ ー イ ェ ＝ イ ェ  ・  オ ン メ  ・  フ ァ ズ ル

（ 後 述 ）

は 、  晩 年 、  イ ブ ン  ・

ハ フ ィ ー フ に 会 う た め 、 シ ー ラ ー ズ を 訪 れ た 。
　

イ ブ ン ・ ハ フ ィ ー フ に 対 す る 誹 謗 中 傷 は 、 導 師 の 修 道 所 の 門 戸 を 女
た ち に 開 い た 創 始 で あ る 母 オ ン メ ・ ア リ ー の 尊 厳 を 減 じ る も の で は なか っ た 。 彼 女 に 関 す る 逸 話 は 、 四 〇 〇 年 の の ち 、  『 親 交 の 息 吹 』 の な かに も 記 さ れ て お り 、 彼 女 の 神 秘 道 に お け る 地 位 へ の ス ー フ ィ ー ら の 信奉 を 示 す も の と な っ て い る 。

　

「 ラ マ ダ ン

(

断 食

)

月 の 最 後 の 十 日 、  〈 偉 大 な る 導 師 〉 は 、 夜 通 し 祈 祷

し て い た 。 カ ド ル の 夜 ﹇ 預 言 者 に 初 め て の 啓 示 が 下 さ れ た 夜 。 ラ マ ダン 月 二 七 日 の 夜 と す る 説 が 多 い ﹈ に な り 、 彼 は 屋 根 に 上 が っ て 礼 拝 を

し て い た 。 彼 の 母 オ ン メ ・ ア リ ー が 、 家 の 中 で 、 完 全 な る 神 に 意 識 を向 け 座 っ て い た 。 突 如 、 カ ド ル の 夜 の 光 が 、 彼 女 に 顕 れ た 。 彼 女 は 叫ん だ 。  『 モ ハ ン マ ド よ ！ 我 が 息 子 よ ！ お 前 が そ こ で 求 め て い る も の は ここ に あ る 。  』 導 師 は 下 り て 来 て そ の 光 を 目 に し 、 母 の 足 下 に 跪 い た 」

⁸ ⁵

５　

ヴ ァ ハ テ ィ ー イ ェ＝ イ

ェ ・ オ ン メ ・ フ ァ ズ ル

　

al
-

V
a

h
aṭī

y
a 

U
m

m 
al

-
F
a

ḍl

　

ヴ ァ ハ テ ィ ー イ ェ

=

イ ェ ・ オ ン メ ・ フ ァ ズ ル は 、 こ の 時 代 の 偉 大 な

女 性 ス ー フ ィ ー の ひ と り で あ り 、  「  （ 真 理 を 表 す ） 舌 」

lisā
n

と 「 知 識 」

 

i̒l
m と 「 心 的 境 地 」

ḥāl に お い て 、 同 時 代 に 無 二 の 存 在 と さ れ た 。 彼 女

は 、 同 時 代 の 多 く の 導 師 ら と 深 交 を 結 ん で い た 。 ニ ー シ ャ ー ブ ー ル に暮 ら し て い た 時 期 に は 、 ア ブ ー ・ ア ム ル ・ ビ ン ・ ノ ジ ャ イ ド や 、 ア ボル ・ ガ ー セ ム ・ ナ ス ラ ー バ デ ィ ー 、 ア ブ ー ・ サ フ ル ・ ム ハ ン マ ド ・ ビ ン ・ス ラ イ マ ー ン な ど の ス ー フ ィ ー 、  お よ び 、  ア ボ ル  ・  ガ ー セ ム  ・  ラ ー ズ ィ ーや モ ハ ン マ ド  ・  ビ ン  ・  フ ァ ッ ラ ー ﹇ ニ ー シ ャ ー ブ ー ル の 神 秘 家 、  ハ デ ィ ース 伝 達 者 ﹈  、  そ し て 、  ア ブ ド ゥ ッ ラ ー  ・  ム ア ッ リ ム な ど の ダ ル ヴ ィ ー シ ュの 導 師 、 そ し て 、 他 の 多 く の ス ー フ ィ ー が 、 彼 女 の 説 教 集 会 に 参 席 して い た 。  〝 タ サ ッ ウ フ 〞 の 意 味 と 神 へ の 愛 （ マ ハ ッ バ ） に つ い て の 彼 女の 言 葉 は 、  神 秘 主 義 に 関 す る 彼 女 の 深 い 認 識 の 証 で あ る 。  彼 女 は 、  タ サ ッウ フ と は 、 こ の 世 の あ ら ゆ る も の を 意 識 か ら 遠 ざ け 、 そ れ ら へ の 執 着を 断 つ こ と で あ る と 捉 え て い た 。 ま た 、 神 へ の 愛 に つ い て 、 次 の よ うに 述 べ て い る 。
　

「 私 ﹇ 著 者 ス ラ ミ ー ﹈ は 彼 女 が こ う 言 う の を 聞 い た 『 神 へ の 愛 の 真 理
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̶̶̶̶　文化表象としての〈イスラーム〉　̶̶̶̶
ḥaqīqat al-m

aḥabba 

と
は
、
愛
す
る
お
方 m

aḥbūb 

以
外
に
は
沈
黙
し
、
彼
の
言

葉
を
聴
く
以
外
は
耳
を
閉
ざ
す
こ
と
で
あ
る
』」

　

ま
た
、
彼
女
は
言
っ
た
。『
容
易
に
汝
を
惹
き
つ
け
る
も
の
に
用
心
せ
よ
。
汝
を

知
識 ‘ilm

 
を
探
求
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
幻
想
の
中
に
と
ら
え
る
も
の
に
用
心
せ

よ
。
知
識
を
探
求
す
る
者 ṭālib 

は
、
知
識
に
従
っ
て
実
践
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

知
識
に
よ
る
実
践  ‘a m

al

と
は
、断
食
と
喜
捨
と
礼
拝
の
多
さ
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、

神
へ
の
献
身
の
純
粋
さikhlās 

で
あ
り
、
意
思
の
真
正
さ
で
あ
り
、
至
高
な
る
神

の
ご
意
思
に
意
識
を
向
け
る
こ
と
で
あ
る
』」⁸⁶

結
び

　

以
上
、
様
々
な
ス
ー
フ
ィ
ー
列
伝
お
よ
び
、
あ
る
い
は
、
神
秘
主
義
文
献
、
歴

史
史
料
に
見
ら
れ
る
逸
話
や
記
述
か
ら
、
イ
ス
ラ
ー
ム
最
初
の
四
世
紀
の
神
秘
主

義
の
歴
史
に
お
け
る
女
性
た
ち
の
足
跡
を
見
て
き
た
。
名
の
知
ら
れ
た
、あ
る
い
は
、

無
名
の
女
た
ち
に
関
す
る
逸
話
や
記
述
が
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
、
生
涯
の
大

半
が
伝
説
に
彩
ら
れ
て
い
る
ラ
ー
ビ
ア
・
ア
ダ
ヴ
ィ
ー
ア
か
ら
、
在
住
し
た
地
と

若
干
の
言
葉
が
記
憶
に
と
ど
め
ら
れ
る
の
み
の
女
性
ま
で
、
実
に
様
々
で
あ
る
。

　

神
秘
主
義
文
献
に
お
け
る
〈
女
〉
に
つ
い
て
の
記
述

　

ス
ー
フ
ィ
ー
ら
は
、
ス
ー
フ
ィ
ー
列
伝
や
そ
の
他
の
記
述
に
お
い
て
、
女
た
ち

の
名
を
記
さ
な
い
の
が
常
で
あ
っ
た
。
も
し
、導
師
ら
が
女
が
語
っ
た
言
葉
を
用
い
、

そ
の
言
葉
が
優
れ
た
表
現
と
し
て
記
述
さ
れ
る
場
合
に
も
、
た
だ
、「
あ
る
女
か
ら

聞
い
た
」
と
記
す
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
ま
た
、
ラ
ー
ビ
ア
も
、
象
徴
的
な
存
在

と
し
て
名
を
挙
げ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
神
秘
主
義
に
お
け
る
女
性
の
存
在
と
い
う

問
題
を
彼
女
の
名
を
挙
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
も
、
実
在
の
人
物
と
い
う
よ

り
も
伝
説
の
人
物
と
し
て
記
す
こ
と
で
問
題
を
避
け
、
そ
の
他
の
女
た
ち
の
名
に

は
触
れ
ず
に
い
た
の
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
カ
ラ
ー
バ
ー
ズ
ィ
ー
は
、
こ
れ
ら
女
性
ス
ー
フ
ィ
ー
た
ち
と
同
時

代
に
ホ
ー
ラ
ー
サ
ー
ン
に
生
き
、最
も
古
い
神
秘
主
義
文
献
の
ひ
と
つ
で
あ
る
『
神

秘
主
義
の
徒
の
教
義
に
関
す
る
記
述
』al-Ta‘arruf fi m

adhhab A
hl Taṣaw

w
uf

を
著
し

た
が
、女
た
ち
の
名
や
評
伝
に
つ
い
て
は
一
切
言
及
し
て
い
な
い
。
注
目
す
べ
き
は
、

カ
ラ
ー
バ
ー
ズ
ィ
ー
が
、
最
も
普
遍
的
な
神
秘
主
義
の
定
義
を
あ
る
ひ
と
り
の
女

の
言
葉
か
ら
引
用
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。⁸⁷ 

そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
彼
が
女

性
ス
ー
フ
ィ
ー
の
存
在
を
認
識
し
て
お
り
、
ま
た
、
彼
女
ら
の
神
秘
体
験
を
信
頼

し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ハ
ー
ジ
ェ
・
ア
ブ
ド
ゥ
ッ
ラ
ー
・
ア
ン
サ
ー
リ
ー

は
、
ス
ラ
ミ
ー
が
『
ス
ー
フ
ィ
ー
の
階
層
的
分
類
』
を
執
筆
し
た
の
ち
、
ほ
ど
な

く
し
て
、
こ
れ
を
ペ
ル
シ
ア
語
に
翻
訳
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ス
ラ
ミ
ー
が
記
述

し
た
『
女
性
神
秘
主
義
敬
虔
家
た
ち
に
つ
い
て
の
記
述
』
に
関
し
て
は
、
全
く
言

及
し
て
い
な
い
。
神
秘
主
義
の
歴
史
に
お
い
て
大
半
を
占
め
て
い
る
の
が
、
こ
の

よ
う
な
ス
ー
フ
ィ
ー
で
あ
る
。

　

バ
ー
ヤ
ズ
ィ
ー
ド
・
バ
ス
タ
ー
ミ
ー
、
ス
ラ
ミ
ー
と
女
性
ス
ー
フ
ィ
ー
伝

　

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
ス
ー
フ
ィ
ー
列
伝
に
お
い
て
女
た
ち
の
名
を
記
し
、

の
み
な
ら
ず
、
女
の
言
葉
や
教
え
を
自
身
の
精
神
的
変
遷
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ

し
た
と
認
め
る
者
も
い
た
。
彼
ら
の
生
涯
を
見
る
と
、
そ
の
生
育
環
境
、
お
よ

び
、
家
族
環
境
に
お
い
て
女
が
受
け
て
い
た
尊
敬
や
信
頼
、
女
が
も
っ
て
い
た
力

が
、
女
に
対
す
る
肯
定
的
な
視
点
に
結
び
つ
き
、
歴
史
や
伝
記
記
述
に
お
い
て
女
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の
小
伝
を
記
す
こ
と
へ
の
責
任
感
に
つ
な
が
っ
た
と
思
わ
れ
る
。こ
の
よ
う
な
ス
ー

フ
ィ
ー
の
典
型
が
、『
女
性
神
秘
主
義
敬
虔
家
た
ち
に
つ
い
て
の
記
述
』
の
著
者
、

ア
ブ
ー
・
ア
ブ
ド
ゥ
ッ
ラ
ー
・
ス
ラ
ミ
ー
と
、
バ
ー
ヤ
ズ
ィ
ー
ド
・
バ
ス
タ
ー
ミ
ー

で
あ
る
。
彼
ら
の
生
涯
に
お
い
て
は
、
母
親
の
存
在
が
女
の
価
値
と
地
位
を
認
識

さ
せ
た
の
で
あ
り
、
女
の
存
在
に
対
す
る
敬
意
を
幼
少
期
、
少
年
期
に
形
成
さ
せ

た
の
で
あ
る
。

　

ス
ラ
ミ
ー
は
、
若
く
し
て
父
を
亡
く
し
、
母
方
の
祖
母
の
も
と
で
教
育
を
受
け
、

祖
父
の
経
済
的
援
助
を
受
け
な
が
ら
学
問
を
修
得
し
た
。
ま
た
、母
の
恩
恵
に
よ
っ

て
、
ニ
ー
シ
ャ
ー
ブ
ー
ル
で
も
有
数
の
一
門
の
一
人
息
子
で
あ
る
に
も
か
か
ら
わ

ず
、
神
秘
道
の
求
道
に
邁
進
で
き
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
彼
は
母
の
一
門
の
名

を
自
分
の
名
と
し
て
選
ん
で
い
る
。⁸⁸
『
女
性
神
秘
主
義
敬
虔
家
た
ち
に
つ
い
て

の
記
述
』
は
、
女
性
ス
ー
フ
ィ
ー
の
み
を
収
め
た
伝
記
集
成
と
し
て
は
、
唯
一
の

も
の
で
あ
る
。

　
『
ス
ー
フ
ィ
ー
の
階
層
的
分
類
』
を
ペ
ル
シ
ア
語
に
翻
訳
し
た
ハ
ー
ジ
ェ
・
ア
ブ

ド
ゥ
ッ
ラ
ー
・
ア
ン
サ
ー
リ
ー
は
、
ス
ラ
ミ
ー
が
著
し
た
女
性
ス
ー
フ
ィ
ー
列
伝

に
つ
い
て
は
全
く
触
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
ス
ラ
ミ
ー
の
五
世
紀
の
ち
、
ジ
ャ
ー

ミ
ー
が
ス
ー
フ
ィ
ー
の
伝
記
集
成
『
親
交
の
息
吹
』
を
著
し
た
際
に
は
、
評
伝
の

記
述
に
あ
た
っ
て
、ス
ラ
ミ
ー
の『
ス
ー
フ
ィ
ー
の
階
層
的
分
類
』と
ア
ン
サ
ー
リ
ー

の
ペ
ル
シ
ア
語
訳
を
用
い
て
い
る
の
に
加
え
、
女
の
存
在
を
切
り
捨
て
る
こ
と
な

く
、『
親
交
の
息
吹
』
の
一
部
を
女
性
ス
ー
フ
ィ
ー
の
記
述
に
充
て
て
い
る
。

　

バ
ー
ヤ
ズ
ィ
ー
ド
の
生
涯
に
関
す
る
逸
話
に
も
、
女
た
ち
の
関
わ
り
が
記
さ
れ

て
い
る
。
神
秘
道
の
求
道
の
さ
ま
ざ
ま
な
段
階
に
お
い
て
、
彼
は
女
た
ち
か
ら
影

響
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
バ
ー
ヤ
ズ
ィ
ー
ド
は
、
ま
ず
、
ひ
と
り
の
女
（
彼

の
母
親
）
の
恩
寵
に
よ
っ
て
神
秘
道
に
お
け
る
求
道
を
始
め
た
。
さ
ら
に
、
若
年

期
に
は
、神
に
仕
え
る
べ
き
か
、母
に
仕
え
る
べ
き
か
で
逡
巡
し
、母
に
こ
う
言
っ
た
。

「
ぼ
く
は
二
軒
の
家
を
ま
か
さ
れ
て
ど
う
し
た
ら
良
い
の
か
不
安
に
な
っ
た
の

で
す
。
…
あ
な
た
の
た
め
に
仕
え
る
よ
う
に
す
る
か
、
そ
れ
と
も
、
ぼ
く
を
神

に
委
ね
て
、
す
べ
て
神
の
た
め
に
尽
く
す
よ
う
に
す
る
か
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い

の
で
し
ょ
う
か
」

母
親
は
言
っ
た
。

「
私
は
あ
な
た
を
神
に
仕
え
る
よ
う
に
し
た
の
で
す
。
あ
な
た
自
身
が
あ
な
た
の

道
を
選
ぶ
よ
う
に
し
た
は
ず
で
す
」⁸⁹
（
藤
井
訳
『
聖
者
列
伝
』
一
五
四
頁
）

　

バ
ー
ヤ
ズ
ィ
ー
ド
の
母
は
、
彼
が
母
に
仕
え
る
の
で
は
な
く
、
神
に
仕
え
る
こ

と
を
許
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
の
ち
に
は
、
女
性
説
教
師
や
、
女
た
ち
の
言
葉

が
彼
に
驚
く
べ
き
影
響
を
与
え
て
お
り
、「
霊
知
者
た
ち
の
王
」
呼
ば
れ
た
と
き
に

も
、一
人
の
女
を
、〈
我
が
老
師
〉と
呼
ん
だ
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
の
女
は
バ
ー
ヤ
ズ
ィ
ー

ド
に
対
し
、
彼
の
自
我
が
も
つ
虚
栄
心
に
気
付
か
せ
る
と
と
も
に
、
人
間
が
、「
神

へ
の
熱
望
と
神
の
唯
一
性
の
前
に
圧
倒
さ
れ
」
て
い
る
と
き
に
さ
え
、
我
執
の
害

悪
か
ら
護
ら
れ
て
は
お
ら
ず
、
世
人
の
歓
心
を
買
お
う
と
す
る
気
持
ち
が
ひ
そ
ん

で
い
る
こ
と
を
教
え
た
の
で
あ
る
。

　

伝
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
バ
ー
ヤ
ズ
ィ
ー
ド
は
、「
あ
な
た
の
師
は
誰
だ
っ
た

の
か
」
と
問
わ
れ
て
次
の
よ
う
に
答
え
た
と
い
う
。

「
そ
れ
は
一
人
の
老
女
だ
。

　

あ
る
日
、
私
は
、
神
へ
の
熱
望
と
神
の
唯
一
性
の
前
に
圧
倒
さ
れ
、
髪
の
毛

一
本
の
入
る
余
地
の
な
い
密
度
の
高
い
陶
酔
の
境
地
に
い
た
の
で
あ
っ
た
。
私
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̶ ̶ ̶ ̶ 　 文 化 表 象 と し て の 〈 イ ス ラ ー ム 〉 　 ̶ ̶ ̶ ̶

は 、  忘 我 の 恍 惚 の ま ま に 荒 野 に 向 か っ た 。 す る と 、  小 麦 の 皮 袋 を 持 った 老 女 が 一 人 こ ち ら に 向 か っ て や っ て 来 て 、 私 に 言 っ た 。〝 私 の こ の 袋 を 運 ん で 下 さ れ 〞　

私 自 身 は そ う す る こ と が で き な い 状 態 で あ っ た

 
̶

̶ 私 は 合 図 を

し て 一 頭 の 獅 子 を 呼 び だ し た 。 獅 子 が や っ て き た の で 私 は 袋 を そ の背 に 乗 せ た 。 そ し て 、 老 女 に 向 か っ て こ う 言 っ た 。〝 町 に 行 っ て 誰 に 会 っ た か を 言 う の か ね 〞と い う の も 、 私 は 、 私 が 何 者 で あ る か を 知 ら れ た く な か っ た の だ 。老 女 は 言 っ た 。〝 一 人 の 自 惚 れ の 強 い 圧 制 者 に 会 っ た 、 と ね 〞私 は 尋 ね た 。〝 一 体 何 を 言 っ て い る の だ ね 〞老 女 は 答 え た 。〝 こ の 獅 子 は 神 様 に 義 務 を 命 じ ら れ て い る の か 、 え え 、 ど う だ い 〞〝 い い や 〞〝 あ な た は 、 栄 光 あ る 神 が 責 務 を 定 め て も い ら っ し ゃ ら な い も の を勝 手 に 義 務 づ け た じ ゃ な い か 。 こ れ は 暴 挙 と い う も の じ ゃ な い かね 。

̶
̶ 

私 は 、 そ の 通 り だ と 頷 い た

 
̶

̶ そ れ な の に 、 町 の 住 民 に 、

神 が お ま え さ ん に 従 順 で 、 あ ん た が 奇 蹟 の 持 ち 主 で あ る と 知 っ て ほし い と く る 。 こ れ は 高 慢 と い う も の じ ゃ な い か ね 〞
　

私 は 、 そ の 通 り だ と 言 っ て 回 心 し 、 考 え ら れ る 最 も 高 い 地 点 か ら 、
底 な し の 下 劣 な る 地 点 へ と 下 降 し た の だ っ た 。 こ れ が 、 我 が 老 師 の言 葉 で あ っ た 」

⁹ ⁰（ 藤 井 訳 『 聖 者 列 伝 』 一 七 九

̶

一 八 〇 頁 ）

　

神 秘 主 義 の 第 一 期 に お い て 、 女 た ち に よ る 教 え が 自 ら の 神 秘 修 行 に
影 響 を 及 ぼ し た と 認 め る 導 師 と し て 、 ソ フ ィ ヤ ー ン ・ サ ウ リ ー と ズ ン ・ヌ ー ン ・ ミ ス リ ー の 名 を 挙 げ る こ と が で き る 。 ま た 、 第 二 期 と し て は 、ア ブ ー  ・  ア ム ル  ・  ビ ン  ・  ノ ジ ャ イ ド 、 ハ ム ド ゥ ー ン  ・  ガ ッ サ ー ル 、 ア ブ ー  ・ハ フ ス ・ ネ イ シ ャ ー ブ ー リ ー 、 ア ブ ー ・ オ ス マ ー ン ・ ヒ ー リ ー 、 ア ボル ガ ー セ ム  ・  ナ ス ラ ー バ ー デ ィ ー の よ う な ホ ラ ー サ ー ン の 非 難 の 徒 （ マラ ー マ テ ィ ー ヤ ） の 導 師 た ち は 、 女 た ち と も 深 交 を も ち 、 彼 女 ら の 言葉 を 引 用 し て い る 。女 性 ス ー フ ィ ー 伝 と 記 述 対 象

　

神 秘 家 の 一 門 に 縁 の あ る 女 た ち は 、 そ の 父 の 名 、 あ る い は 、 兄 弟 、
夫 の 名 ゆ え に 、 よ り 詳 細 な 記 述 が な さ れ て い る 。 し か し 、 神 秘 家 の 一門 と 関 わ り の な い 女 た ち は 、 と き に 、 数 行 の 言 及 の み に と ど ま り 、 ある い は 、 名 の み が 記 さ れ る 。 ア フ マ ド ・ ハ ズ ラ ヴ ィ ー イ ェ の 妻 オ ン メ ・ア リ ー な ど 、 神 秘 道 導 師 ら と 縁 の あ る 女 た ち の 言 葉 や 生 涯 に つ い て の記 述 は 、 い か に 簡 略 に 記 さ れ て い る と は い え 、 他 の 女 た ち に 関 す る 記述 よ り も 詳 し い も の で あ る 。

　

た と え ば 、 フ ァ ー テ メ ＝ イ ェ ・ バ ル デ ィ ー イ ェ

 F
āṭima 

al-
Barda‘īya 

は 、 ア ル ダ ビ ー ル の 出 自 で 、 霊 知 者 に し て 説 教 師 、 酔 言 を 口 に す る 者

 

s
haṭṭā

ḥ で あ り 、 導 師 ら は 疑 問 が あ る と 彼 女 に 尋 ね る ほ ど の 学 問 的 地 位

に 達 し て い た が

 

⁹¹、 彼 女 に つ い て は 『 女 性 神 秘 主 義 敬 虔 家 た ち 』  ﹇ お よ

び 、  『 親 交 の 息 吹 』  ﹈ の 中 に 数 行 の 記 述 が 残 さ れ て い る の み で あ る 。 また 、  ヘ ジ ュ ラ 暦 三 世 紀 ﹇ 西 暦 九 世 紀 ﹈

 の ス ー フ ィ ー で あ る サ リ ー ＝ イ ェ  ・

サ カ テ ィ ー の 弟 子 の ひ と り で あ っ た 女 に つ い て も 『 親 交 の 息 吹 』 に 簡
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略 に 記 さ れ て い る が 、  彼 女 に つ い て は 、  名 前 す ら 残 さ れ て い な い 。 ジ ュナ イ ド  ・  バ グ ダ ー デ ィ ー （

9
1
0

没 ）  ﹇ ネ ハ ー ヴ ァ ン ド に 生 ま れ 、  バ グ ダ ー

ド で 暮 ら し た 神 秘 哲 学 者 ﹈ は 、 こ う 伝 え て い る 。  「 こ の 女 の よ う に 宗 教的 義 務 を 良 く 行 う の で あ れ ば 、 彼 女 が 予 知 せ ぬ こ と な ど 、 そ の 身 に 起こ り は し な い で あ ろ う 。  」 さ ら に 、 ア ブ ー ・ サ イ ー ド ・ ア ビ ル ・ ヘ イ ル（

1
0

4
9

没 ）  ﹇ ホ ラ ー サ ー ン の 高 名 な 神 秘 道 導 師 ﹈ は 、 神 秘 体 験 に お い て

神 と の 合 一 の 境 地 に 達 し て い た マ ル ヴ の 女 に つ い て 、 こ う 伝 え て い る 。「 彼 女 は 言 っ た 『 人 々 は 、  我 ら を 一 時 な り と も 放 し 給 う な と （ 神 に ） 祈 って い る 。 し か し 、 私 は 三 十 年 に 渡 っ て こ う 祈 っ て き た の だ 。 一 瞬 で もい い 、 我 を 放 し 給 え 、 私 が 何 者 で あ る の か 、 私 は 我 で あ る の か を 確 かめ る た め に 、 と 。 し か し 、 ま だ 一 度 も そ の よ う に 神 が 私 を 放 し 給 う たこ と は な い の だ 』  」

⁹ ²

　

ス ー フ ィ ー 列 伝 に 記 述 さ れ て い る 女 た ち を 、 お お よ そ 二 つ に 分 類 す
る こ と が で き る 。 ひ と つ は 、 名 と 評 伝 が 記 さ れ て い る 者 た ち で あ り 、彼 女 ら は 大 半 が ス ー フ ィ ー 一 門 の 女 で 、 神 秘 道 の 環 境 の 中 で 育 っ て いる 。 も う ひ と つ は 、 敬 虔 主 義

 parhīzgārī
 の 女 た ち で あ り 、 そ の 禁 欲 主 義

（ ズ フ ド ） ゆ え に 、 他 の 神 秘 家 の 驚 嘆 の 的 と な り 、 あ る い は 、 イ バ ー ダと 信 仰 の 実 践 と が 他 の 者 の 手 本 と な っ た 者 た ち で あ る 。 彼 女 ら は 、 たい て い が 無 名 で あ り 、 伝 記 執 筆 者 は 旅 の 道 中 で こ う し た 女 た ち に 遭 遇し 、  「 敬 虔 な 女 」  、  「 荒 野 の 女 」  、  「 カ ア バ の 女 」 な ど と 記 し て い る 。 た とえ ば 、  『 純 粋 の 資 質 』 に は 、  二 百 四 十 人 の 禁 欲 主 義 者 や 法 学 者 、  女 性 ス ーフ ィ ー に つ い て 、 小 伝 や 言 葉 が 記 さ れ て い る が 、 そ の 大 半 は 、 名 や 出自 が 記 述 さ れ て い な い 。
　

ま た 、 ス ー フ ィ ー と な っ た 女 の 中 に は 、 王 族 や 名 家 の 出 自 で あ る 者

も い る 。 た と え ば 、 オ ン メ ・ ア リ ー は 、 王 子 で あ っ た イ ブ ラ ー ヒ ー ム ・ア ド ハ ム と 同 様 、  王 女 で あ っ た が 、  そ の 地 位 を 捨 て て 改 悛 （ タ ウ バ ） し 、神 秘 道 に 入 信 し た 。 ま た 、 ラ ー ベ エ ＝ イ ェ  ・  ベ ン テ  ・  イ ス マ ー イ ー ル

﹇ 原

注

5 1参 照 ﹈

、 ゴ ラ イ シ イ ェ ＝ イ ェ  ・  ナ サ ヴ ィ イ ェ

﹇ ２

( 1 5)参 照 ﹈

、 ア フ マ ド  ・  ビ ン  ・

ハ ー ニ ー ・ ニ ー シ ャ ー ブ ー リ ー の 娘 フ ァ ー テ メ

﹇ ２

( 7)﹈、 ア ー イ ェ シ ェ ＝

イ ェ ・ マ ル ヴ ズ ィ ー イ ェ

﹇ ２

( 8)﹈
な ど の 女 性 ス ー フ ィ ー ら は 、 名 家 の 出

で あ り 、  自 身 の 富 を 神 秘 道 や フ ト ゥ ー ワ の た め に 捧 げ た 。  さ ら に 、  フ ァ ーテ メ ・ ベ ン テ ・ エ ム ラ ー ン

﹇ ３

( 3)﹈、 ア ブ ド ゥ ー セ ・ ベ ン テ ・ ハ ー レ ス

﹇ ３

( 3)﹈、 ア ー マ ネ ＝ イ ェ ・ マ ル ジ ー イ ェ

Ā
ma

na 
al-

Marjīya ([
Dhi

kr 
al-

Nis
wa], 

p.122)

、 フ ァ ー テ メ ＝ イ ェ ・ ハ ー ネ ガ ー ヒ ー イ ェ

 Fāṭi
ma 

al-
K
hā

nqa
hīya 

([
Dhi

kr 
al-

Nis
wa], 

p.123) な ど は 、 生 涯 を 神 秘 道 修 道 所 や ス ー フ ィ ー た ち 、

フ ト ゥ ー ワ の 徒 ら の た め に 捧 げ て い る 。
　

な お 、 伝 承 の 中 に は 、 シ ャ ア ヴ ァ ー ネ や ラ ー ビ ア な ど の ス ー フ ィ ー
が 、 楽 師 の 境 遇 に 落 ち た と 伝 え て い る も の も あ る 。 し か し 、 こ れ ら の記 述 に は 、  現 世 で の 執 着 や 悦 楽 に 耽 っ た こ と が 、  神 秘 道 へ と 目 を 開 か せ 、神 秘 修 行 に 入 る 端 緒 と な っ た は ず だ と い う 考 え が 関 与 し て い る 。 イ ブラ ー ヒ ー ム ・ ア ド ハ ム に つ い て も 、 彼 が 現 世 に 執 着 し て い た 時 期 の 出来 事 が 彼 の 求 道 の 端 緒 と な っ た と 述 べ ら れ 、 ま た 、 の ち の 神 秘 主 義 の歴 史 に お い て は 、 サ ナ ー イ ー や ア ッ タ ー ル ら の 高 名 な ス ー フ ィ ー の 生涯 に 関 し て も 、 現 世 に 囚 わ れ て い た 時 期 と 神 秘 道 に 目 覚 め て の ち の 時期 と い う 二 つ の 時 期 か ら 成 る 逸 話 が 形 成 さ れ た の で あ る 。女 性 ス ー フ ィ ー の 置 か れ た 位 置

　

女 性 ス ー フ ィ ー に 関 す る 記 述 を 概 観 す る と 、 彼 女 た ち の 置 か れ て い
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̶ ̶ ̶ ̶ 　 文 化 表 象 と し て の 〈 イ ス ラ ー ム 〉 　 ̶ ̶ ̶ ̶

た 社 会 の 状 況 に つ い て 知 る こ と が で き る 。 た と え ば 、 ゴ ラ イ シ イ ェ ＝イ ェ ・ ナ サ ヴ ィ エ

﹇ ２

( 1 5)参 照 ﹈

の 小 伝 か ら は 、 ニ ー シ ャ ー ブ ー ル で は 、 女

た ち が 神 秘 道 の 説 教 や 集 会 に 参 席 す る こ と が 可 能 で あ っ た こ と が 窺 い知 れ る 。 女 性 ス ー フ ィ ー は 、 神 秘 道 の 求 道 の 道 に 足 を 踏 み 入 れ る こ とに よ り 、 女 た ち に 枷 さ れ た 社 会 的 な 法 の 拘 束 か ら 踏 み 出 す こ と が で きた の で あ る 。 そ れ は 、 普 通 の 女 に は 得 ら れ る も の で は な か っ た 。 お そら く 彼 女 ら の 神 秘 道 に お け る 精 神 的 地 位 が 、 性 を 越 え た 価 値 を 彼 女 たち に 与 え た が た め に 、  と き に は 旅 を し 、  男 性 ス ー フ ィ ー の 集 会 に 参 席 し 、彼 ら と 深 交 を 結 び 、 議 論 を し 、 教 義 を 教 授 し 、 自 ら の 神 秘 体 験 に つ いて 語 る こ と が で き た の で あ ろ う 。
　

イ ス ラ ー ム の 三 世 紀 、 四 世 紀 ﹇ 西 暦 九 世 紀 、 十 世 紀 ﹈ の ホ ラ ー サ ー
ン に お け る 女 性 ス ー フ ィ ー の 存 在 は 議 論 に 値 す る も の で あ る 。 こ のよ う な 時 代 は 、 神 秘 主 義 の 歴 史 に お い て 二 度 と 現 れ る こ と は な か っ た 。女 性 ス ー フ ィ ー に と っ て 神 秘 道 の 教 え を 受 け る 機 会 が 、 男 性 よ り も 限ら れ て い た に も 拘 わ ら ず 、 ホ ラ ー サ ー ン の 女 性 ス ー フ ィ ー ら は 、 神 秘主 義 の 説 教 集 会 に 参 席 し 、 あ る い は 、 集 会 で 男 性 ス ー フ ィ ー ら に 教 授し た り 、  自 ら の 富 を ス ー フ ィ ー ら の た め に 投 げ 打 っ た 者 も い た の で あ る 。

　

女 性 ス ー フ ィ ー た ち は 、 互 い に 朋 友 と し て 、 あ る い は 、 弟 子 と 導 師
と し て 深 交 を も っ た 。 例 え ば 、 ア ー イ ェ シ ェ ＝ イ ェ  ・  マ ル ヴ ズ ィ ー イ ェ﹇ ２

( 8)﹈
は 、 ア ム レ

=

イ ェ ・ フ ァ ル ガ ー ニ ー イ ェ

 ‘
A

mra 
al-

Farg
hā

nīya の 言

葉 を 伝 え て い る 。

⁹ ³ ア フ マ ド ・ ビ ン ・ ハ ー ニ ー ・ ニ ー シ ャ ー ブ ー リ ー

の 娘 フ ァ ー テ メ

﹇ ２

( 7)﹈
は 、 ア ブ ー ・ オ ス マ ー ン ・ ヒ ー リ ー の 朋 友 で あ り 、

自 分 の 財 産 を 彼 と 彼 の 朋 友 た ち の た め に 遣 っ た 。

⁹ ⁴ア マ ト ッ ラ ー  ・  ジ ャ

バ リ ー イ ェ

﹇ ２

( 3)﹈と フ ァ ー テ メ ＝ イ ェ  ・  ネ イ シ ャ ー ブ ー リ ー

﹇ ２

( 2)﹈は 、  バ ー

ヤ ズ ィ ー ド  ・  バ ス タ ー ミ ー の 朋 友 で あ り 、  ゴ ラ イ シ イ ェ ＝ イ ェ  ・  ナ サ ヴ ィエ
﹇ ２

( 1 5)﹈
は 、  オ ン メ  ・  コ ル ス ー ム

﹇ ２

( 1 1)﹈
や ソ ラ イ レ ＝ イ ェ  ・  シ ャ ル ギ ー イ ェ

﹇ ２

( 1 4)﹈、  ア ズ ィ ー ゼ ＝ イ ェ  ・  ヘ ラ ヴ ィ ー イ ェ

﹇ ２

( 1 2)﹈
な ど 、  同 時 代 の 女 性 ス ー

フ ィ ー に つ い て の 伝 承 や 、 彼 女 た ち の 言 葉 を 伝 え て い る 。 こ れ ら 多 くの 女 た ち は 、  同 時 代 の ス ー フ ィ ー に よ っ て 、  そ の 霊 知 と 叡 智 を 賞 賛 さ れ 、あ る い は 、 同 時 代 の ス ー フ ィ ー を 霊 知 を 讃 え る 言 葉 を 残 し て い る 。
　

ア ブ ー  ・  オ ス マ ー ン  ・  ヒ ー リ ー の 孫 、 オ ン メ  ・  ア フ マ ド

﹇ ２

( 9)﹈
は 言 っ た 。

「 知 識

 ‘il
m は 人 間 の 命 で あ る 。 そ し て 、  実 践

 ‘a
mal は 術 で あ る 。 叡 智

 ‘aql 

は 装 飾 で あ り 、 霊 知

 ma‘rifa
 は 光 で あ り 、 慧 眼

 baṣīra で あ る 。  」

⁹ ⁵

　

ま た 、 ス ラ ミ ー は 、 ア マ ト ル ・ ア ズ ィ ー ズ

 A
mat 

al-‘
Azīz

 に つ い て の

記 述 の 中 で こ う 記 し て い る 。 あ る と き 、 羊 の 衣 を 着 た 女

 
̶

̶ 羊 の 衣 を

着 用 す る こ と は 、 女 性 ス ー フ ィ ー の 間 で も 広 ま っ て い た

 
̶

̶ が 訪 ね て

き た 。 ア マ ト ル ・ ア ズ ィ ー ズ は 、 彼 女 に こ う 言 っ た 。 誰 で も 羊 の 衣 をま と う に 相 応 し い も の で あ る わ け で は な い 。 時 代 の 人 々 の う ち 、 最 も清 浄 な る 者 、 そ の 性 質 に お い て 最 も 善 き 者 、 ふ る ま い に お い て 最 も 高邁 な 者 、 そ の 本 性 に お い て 最 も 甘 美 な る 者 、 … 助 け と な る こ と に お いて 最 も 惜 し み な き 者 で な い 限 り は 。  」

⁹ ⁶

　

お そ ら く イ ス ラ ー ム 初 期 の 時 代 に お い て 女 た ち が も っ て い た 自 由 を 、
の ち の 時 代 に 、 真 正 な 、 あ る い は 、 疑 わ し い ハ デ ィ ー ス に 従 っ て 定 めら れ た 法 で 、 徐 々 に 限 定 し て い っ た の だ ろ う 。 神 秘 主 義 は 当 初 、 女 性を よ り 広 く 受 け 入 れ て い た が 、 の ち の 時 代 に は 減 少 し て い っ た 。 後 世の ス ー フ ィ ー 列 伝 や 歴 史 書 は 、 ハ デ ィ ー ス 学 や ハ ー デ ィ ー ス の 伝 達 に精 通 し た 多 く の ム ス リ ム 女 性 の 名 を 記 し て い る 。 し か し 、 そ の 中 で も
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女
性
ス
ー
フ
ィ
ー
の
名
は
、
僅
か
に
記
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。⁹⁷

訳
者
あ
と
が
き

　
　

本
論
考
は
、
ザ
フ
ラ
ー
・
タ
ー
ヘ
リ
ー
氏
が
、
イ
ラ
ン
の
文
芸
誌
に
寄
稿
し
た
ペ

ル
シ
ア
語
論
文
「
女
性
神
秘
家
た
ち
」(“Z

anān-e Ṣūfī”) 

を
改
稿
、
翻
訳
し
た
も

の
で
あ
る
。
ペ
ル
シ
ア
文
学
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
を
専
門
と
す
る
タ
ー
ヘ
リ
ー
氏
が

本
稿
を
著
し
た
直
接
の
契
機
は
、
一
九
九
一
年
に
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
の
リ
ヤ
ド
大

学
図
書
館
で
発
見
さ
れ
た
ア
ラ
ビ
ア
語
史
料
『
女
性
神
秘
主
義
敬
虔
家
た
ち
に
つ

い
て
の
記
述
』D

hikr al-N
iswa al-M

uta‘abbidāt al-Ṣūfiyāt 

の
存
在
で
あ
っ
た
。
同
史

料
は
、
西
暦
八
世
紀
か
ら
十
世
紀
の
バ
ス
ラ
や
シ
リ
ア
、
ホ
ラ
ー
サ
ー
ン
地
域
に

お
け
る
女
性
ス
ー
フ
ィ
ー
八
〇
人
（
訳
注
１
）
の
伝
記
集
成
で
あ
る
。
執
筆
者
の
ア

ブ
ー
・
ア
ブ
ド
ゥ
ッ
ラ
フ
マ
ー
ン
・
ス
ラ
ミ
ー
（937-1021

）
は
、
ホ
ラ
ー
サ
ー

ン
で
発
展
し
た
古
典
期
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
を
代
表
す
る
人
物
で
あ
り
、
ス
ー
フ
ィ
ー

（
神
秘
主
義
者
、神
秘
家
）一
〇
三
人
の
列
伝
で
あ
る『
ス
ー
フ
ィ
ー
の
階
層
的
分
類
』

Ṭabaqāt al-Ṣūfīya 

や
、
ス
ー
フ
ィ
ー
に
よ
る
ク
ル
ア
ー
ン
注
釈
書
『
タ
フ
ス
ィ
ー
ル

の
真
理
』Ḥ

aqāyeq al-Tafsīr 

で
知
ら
れ
る
。

 　
　

新
史
料
『
女
性
神
秘
主
義
敬
虔
家
た
ち
の
記
述
』
は
、
一
九
九
三
年
に
マ
フ
ム
ー

ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ア
ッ
タ
ナ
ー
ヒ
ー
に
よ
り
、
カ
イ
ロ
で
校
訂
・
出
版
さ
れ
た
。

さ
ら
に
、
一
九
九
九
年
に
は
、
コ
ー
ネ
ル
が
、
再
校
訂
し
た
ア
ラ
ビ
ア
語
テ
キ
ス

ト
に
英
訳
と
詳
細
な
序
文
（
論
考
）
を
付
し
て
刊
行
し
て
い
る (C

ornell, R
.E

., 

E
arly Sufi W

om
en, Louisville, K

Y
, 1999) 

。
タ
ー
ヘ
リ
ー
氏
は
、
ま
ず
、
同
史
料

の
成
立
に
つ
い
て
、ジ
ャ
ー
ミ
ー（1414-92

）の『
神
聖
な
る
お
方
の
親
交
の
息
吹
』

N
afaḥāt al-‘U

ns m
in Ḥ

aḍrāt al-Q
uds 

に
見
ら
れ
る
記
述
に
基
づ
き
、
上
記
二
人
の
校

訂
者
と
は
異
な
る
見
解
を
提
起
す
る
（
本
稿
「
は
じ
め
に
」
参
照
）。
さ
ら
に
、
コ
ー
ネ

ル
が
同
史
料
中
に
収
め
ら
れ
た
女
性
ス
ー
フ
ィ
ー
の
う
ち
、
バ
ス
ラ
と
シ
リ
ア
の

ス
ー
フ
ィ
ー
の
み
を
取
り
上
げ
、
ホ
ラ
ー
サ
ー
ン
の
ス
ー
フ
ィ
ー
に
つ
い
て
は
ほ

と
ん
ど
論
じ
て
い
な
い
こ
と
を
批
判
す
る
。 

 　
　

本
稿
は
、
新
史
料
の
記
述
に
基
づ
き
な
が
ら
、
他
の
代
表
的
な
ス
ー
フ
ィ
ー

列
伝
で
あ
る
ス
ラ
ミ
ー
の
『
ス
ー
フ
ィ
ー
の
階
層
的
分
類
』
や
、
ア
ッ
タ
ー
ル

（1221or29/30

没
）
の
『
イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
聖
者
列
伝
』Tadhkirāt al-

A
wliyā’ 

、
ジ
ャ
ー
ミ
ー
の
『
神
聖
な
る
お
方
の
親
交
の
息
吹
』、
イ
ブ
ン
・
ジ
ャ

ウ
ズ
ィ
ー
（1116-1201

）
の
『
純
粋
の
資
質
』Ṣifat al-Ṣafwa 

な
ど
に
散
見
さ
れ

る
女
性
ス
ー
フ
ィ
ー
伝
承
に
も
改
め
て
光
を
あ
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
ず
、
バ

ス
ラ
を
中
心
と
し
た
〈
禁
欲
主
義
神
秘
家
（
ス
ー
フ
ィ
ー
）〉
の
女
性
た
ち
に
触
れ
、

次
に
、
イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
の
「
イ
ラ
ン
的
」
側
面
と
も
言
え
る
ホ
ラ
ー
サ
ー

ン
派
神
秘
主
義
の
女
性
史
を
新
た
に
提
示
す
る
。
史
料
中
の
記
述
か
ら
は
、
神
秘

主
義
に
お
け
る
女
た
ち
の
位
置
が
、
男
性
ス
ー
フ
ィ
ー
ら
と
の
邂
逅
や
対
話
を
通

し
て
浮
か
び
上
が
る
。
そ
こ
に
は
、
神
秘
道
の
門
戸
を
女
た
ち
に
対
し
て
開
く
こ

と
へ
の
当
時
の
ス
ー
フ
ィ
ー
ら
の
反
発
や
嫌
悪
が
描
か
れ
る
一
方
で
、
神
秘
道
に

お
け
る
女
の
存
在
に
対
し
て
比
較
的
寛
容
な
、
ス
ー
フ
ィ
ー
ズ
ム
古
典
期
に
お
け

る
ホ
ラ
ー
サ
ー
ン
の
精
神
風
土
が
示
唆
さ
れ
る
。

 　
　
『
女
性
神
秘
主
義
敬
虔
家
た
ち
の
記
述
』
は
ア
ラ
ビ
ア
語
史
料
で
あ
る
が
、ホ
ラ
ー

サ
ー
ン
を
中
心
と
し
た
神
秘
主
義
を
描
き
出
そ
う
と
す
る
原
著
者
の
意
図
と
希
望

を
汲
み
、
同
史
料
に
挙
げ
ら
れ
た
の
女
性
ス
ー
フ
ィ
ー
の
名
は
、
全
て
ペ
ル
シ
ア

語
原
音
に
従
っ
て
カ
タ
カ
ナ
表
記
し
、
ア
ラ
ビ
ア
語
原
音
を
ロ
ー
マ
字
転
写
し
て

付
し
た
。（
な
お
、「
ラ
ー
ビ
ア
・
ア
ダ
ヴ
ィ
ー
ア
」
の
み
、
ア
ラ
ビ
ア
語
原
音
を

そ
の
ま
ま
用
い
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
以
外
の
人
名
・
用
語
の
表
記
と
転
写
に
お

い
て
は
、
必
ず
し
も
、
ア
ラ
ビ
ア
語
原
音
・
ペ
ル
シ
ア
語
原
音
の
表
記
を
統
一
し

て
い
な
い
。）

　
　

 

タ
ー
ヘ
リ
ー
氏
に
よ
れ
ば
、
現
在
の
イ
ラ
ン
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
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̶̶̶̶　文化表象としての〈イスラーム〉　̶̶̶̶

研
究
に
お
い
て
も
、
女
性
神
秘
家
の
存
在
は
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
な
い

と
い
う
。
本
論
考
が
、「
イ
ス
ラ
ー
ム
と
女
性
」
と
い
う
極
め
て
現
代
的
な
関
心
に

応
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
点
に
も
注
目
さ
れ
た
い
。

訳
者
注

１　
『
女
性
神
秘
主
義
敬
虔
家
た
ち
』
は
、
八
四
人
の
女
性
ス
ー
フ
ィ
ー
の
名
に
基
づ

く
八
四
章
か
ら
成
る
が
、
一
人
の
人
物
が
二
つ
の
名
で
記
さ
れ
て
い
る
事
例
等
が

確
認
さ
れ
る
た
め
、
こ
れ
ら
を
整
理
す
る
と
八
十
人
の
伝
記
集
成
で
あ
る
と
言
え

る
。(C

ornell, R
.E

., E
arly Sufi W

om
en, Louisville, K

Y
, 1999, p.47)

２　

ラ
ー
ビ
ア
の
カ
ア
バ
神
殿
〈
軽
視
〉
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
逸
話
が
あ
る
。

　
「
伝
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
別
の
機
会
に
メ
ッ
カ
に
行
っ
た
時
、
彼
女
は
砂
漠
の

真
中
に
、
彼
女
を
迎
え
に
や
っ
て
来
る
カ
ア
バ
神
殿
を
見
た
と
い
う
。

 　

ラ
ー
ビ
ア
は
こ
う
言
っ
た
。

　
「
私
に
は
館
の
主
こ
そ
必
要
な
の
に
カ
ア
バ
を
ど
う
す
れ
ば
良
い
の
で
す
か
。
カ

ア
バ
神
殿
に
従
う
こ
と
な
ど
で
き
ま
せ
ぬ
。
カ
ア
バ
の
美
し
さ
に
ど
ん
な
喜
び
が

あ
る
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
。
私
に
は
〝
掌
の
分
だ
け
我
に
近
づ
く
者
は
、
誰
も
、

前
腕
の
分
だ
け
彼
に
近
づ
こ
う
〞﹇
ハ
デ
ィ
ー
ス
﹈
と
い
う
出
迎
え
こ
そ
が
必
要
な

の
に
、カ
ア
バ
を
一
体
ど
う
し
ろ
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
」」（
藤
井
訳
『
聖
者
列
伝
』

五
七
頁
）

３　

井
筒
俊
彦
（
訳
）『
コ
ー
ラ
ン
』（
中
）、
岩
波
文
庫
、
一
九
五
八
、二
七
二
頁
。

４　

前
掲
書
、（
下
）、
一
二
六
頁
。

５　

神
秘
主
義
に
お
け
る
「
弊
衣
」khalqa/ khalqe 

に
つ
い
て
は
、
佐
々
木
あ
や
乃

「『
弊
衣
』
と
ハ
ー
フ
ェ
ズ 

〜
そ
の
社
会
批
判
の
精
神
を
探
究
す
る
〜
」『
総
合
文
化

研
究
』(

東
京
外
国
語
大
学
総
合
文
化
研
究
所) 

第
七
号
、
二
〇
〇
三
、一
五
六̶

一
七
五
頁
。

６　

シ
ー
ラ
ー
ズ
で
暮
ら
し
た
オ
ン
メ
・
モ
ハ
ン
マ
ド
に
つ
い
て
は
、『
女
性
神
秘
主

義
敬
虔
家
た
ち
』
に
は
記
述
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。

原
著
者
注

＊
主
要
文
献
略
記

‘A
ṭṭār, Farīd al-dīn, Tadhkirāt al-A

wliyā’, rev., by M
oḥam

m
ad Q

azvīnī, 5th print, 

Tehrān, 1336 (H
.SH

.): [Tadhkirāt al-A
wliyā’]

Ibn al-Jawzī, A
bū al-Faraj, Sifat al-Safwa, vol.4, Ḥ

eydar ābād dakan, 1356 (H
.Q

.): 

[Ṣifat al-Ṣafwa]

Jām
ī, ‘A

bd al-R
aḥm

ān, N
afaḥāt al-‘U

ns m
in Ḥ

aḍrāt al-Q
uds, rev. by M

ehdī 

Touḥīdīpūr, Tehrān, 1337 (H
.SH

.): [N
afaḥāt al-‘U

ns]

al-Sulam
ī, abū ‘A

bd al-R
aḥm

ān, Ṭabaqāt al-Ṣūfīya, rev. by N
ūr al-dīn Shurayba, 3rd 

print, al-Q
āhira, 1318 (H

.Q
.): [Ṭabaqāt al- Ṣūfīya]

—
—

—
, D

hikr al-N
iswa al-M

uta‘abbidāt al-Ṣūfīyāt,  rev. by M
aḥm

ūd M
uḥam

m
ad al-

Ṭanāḥī, al-Q
āhira, 1993: [D

hikr al-N
iswa]

１　

[D
hikr al-N

iswa], p.61, [Ṣifat al-Ṣafwa], p.101, [N
afaḥāt al-‘U

ns], p.620

２　

Stowasser, Barbara, F., W
om

en in the Q
ur’an, Traditions and Interpretation, N

ew 

Y
ork, O

xford, 1994, pp.13-24

３　

N
ashat, G

uity, “W
om

en in pre-Islam
ic and E

arly Islam
 Iran”, W

om
en in 

Iran from
 the R

ise of Islam
 to 1800, ed., G

uity N
ashat, Lois Beck, U

niversity of 

Illinois, 2003, pp.37-38, p.41

４　

一
九
九
九
年
、
コ
ー
ネ
ル
女
史
は
、
同
文
献
の
ア
ラ
ビ
ア
語
テ
キ
ス
ト
を
、
英

訳
と
と
も
に
刊
行
し
た (C

ornell, R
.E

., E
arly Sufi W

om
en, Louisville, K

Y
, 1999)

。

彼
女
は
、
同
書
の
序
に
お
い
て
、
ス
ラ
ミ
ー
と
彼
の
著
作
、
お
よ
び
、
彼
の
時
代

の
イ
ス
ラ
ム
思
想
諸
学
派
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
て
い
る
が
、
女
性
ス
ー
フ
ィ
ー
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の
分
類
に
関
し
て
は
、
バ
ス
ラ
と
シ
リ
ア
の
禁
欲
主
義
の
流
れ
に
の
み
注
目
し
て

お
り
、
ス
ラ
ミ
ー
が
多
く
挙
げ
て
い
る
ホ
ラ
ー
サ
ン
派
の
女
性
ス
ー
フ
ィ
ー
に
つ

い
て
は
、
簡
略
な
言
及
の
み
に
と
ど
め
て
い
る
。
ま
た
、
コ
ー
ネ
ル
は
、
ハ
ー
ジ
ェ
・

ア
ブ
ド
ゥ
ッ
ラ
ー
・
ア
ン
サ
ー
リ
ー(1005/6-1088/9)

が
ペ
ル
シ
ア
語
に
訳
し
た

『
ス
ー
フ
ィ
ー
の
階
層
的
分
類
』
の
末
部
は
、『
女
性
神
秘
主
義
敬
虔
家
た
ち
に
つ

い
て
の
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ラ
ブ
人
（
多
く
ペ
ル
シ
ア
人
を
指
す
）
の

出
自
の
」
と
み
な
し
て
い
た
と
書
い
て
い
る
。
ま
た
、
イ
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及
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。
に
も
関
わ
ら
ず
、
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女
性
神
秘
主
義
敬
虔
家
た
ち
に
つ
い
て
の
記
述
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を
最
初
に
校
訂
し
た
﹈
マ
フ

ム
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ド
・
ア
ッ
タ
ナ
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、お
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ー
ネ
ル
は
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も
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献
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非

ア
ラ
ブ
の
女
性
」‘ajam

iya 

の
語
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奇
妙
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と
読
み
違
え

て
お
り
、
さ
ら
に
、
コ
ー
ネ
ル
は
こ
れ
を R

em
arkable person 

と
訳
し
て
い
る
。
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和
田
忠
彦
著

『
声
、
意
味
で
は
な
く ̶

 

わ
た
し
の
翻
訳
論 

』

平
凡
社　
二
〇
〇
四
年

　

ぼ
く
は
翻
訳
を
好
ま
な
い
。
翻
訳
の
文
章
を
読
ま
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。

そ
ん
な
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
自
分
で
翻
訳
す
る
の
が
好
き
で

は
な
い
の
だ
。
こ
れ
は
中
学
、
高
校
、
大
学
を
通
じ
て
、
日
本
で
受
け
た
外
国

語
の
教
育
が
ひ
と
つ
の
例
外（
大
学
院
で
受
け
た
蓮
實
重
彥
先
生
の「
一
八
五
〇

年
代
に
お
け
る
文
学
的
変
容
」
に
か
ん
す
る
授
業
）
を
除
い
て
、
明
け
て
も
暮

れ
て
も
訳
読
で
あ
っ
た
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
と
思
う
。

　

大
学
で
フ
ラ
ン
ス
語
に
立
ち
向
か
っ
た
と
き
、
ぼ
く
に
は
ひ
と
つ
の
決
意
が

あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
森
有
正
に
お
け
る
〈
経
験
〉
の
概
念
に
触
発
さ
れ
て
の
こ

と
だ
っ
た
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ま
で
強
い
ら
れ
て
き
た
英
語
学
習
法
と
訣
別

し
て
、
フ
ラ
ン
ス
語
を
ま
ず
な
に
よ
り
も
音
と
し
て
、
響
き
と
し
て
自
分
の
な

か
に
取
り
込
む
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
長
い
時
間
が
か

か
る
に
せ
よ
、
言
葉
を
音
に
よ
る
〈
経
験
〉
と
し
て
沈
殿
さ
せ
な
け
れ
ば
何
事

も
始
ま
ら
な
い
と
思
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
ぼ
く
の
注
意
は
フ
ラ

ン
ス
語
の
言
葉
を
聴
く
こ
と
に
向
か
っ
た
。
音
と
し
て
提
供
さ
れ
て
い
る
教
材

に
ひ
た
す
ら
耳
を
傾
け
、
文
字
と
し
て
し
か
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
言
葉
は
か

た
っ
ぱ
し
か
ら
音
に
し
た
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
フ
ラ
ン
ス
語
に
染
め
上
げ
ら

れ
た
言
語
意
識
を
手
に
入
れ
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
世
界
の
住
人
に
な
ろ
う
と
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
勉
強
と
い
う
よ
り
は
修
行
、
あ
る
い
は
訓
練
で
、
ピ

ア
ノ
や
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
巨
匠
と
い
わ
れ
る
人
た
ち
で
さ
え
も
日
々
の
音
階
練

習
を
欠
か
さ
な
い
の
と
同
じ
で
、
結
局
は
一
生
続
く
も
の
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い

る
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
お
か
げ
な
の
か
、
ぼ
く
は
、
あ
る
時
期
か
ら
、
自
分

の
専
門
的
な
仕
事
の
対
象
に
な
っ
た
フ
ラ
ン
ス
語
表
現
の
文
学
テ
ク
ス
ト
を
前

に
す
る
と
、
そ
れ
が
ま
る
で
楽
譜
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
音
と
し
て
立
ち
上
っ

て
く
る
と
い
う
こ
と
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
〈
読
む
〉
と
は
、
結
局
、
テ
ク
ス
ト
に
固
有
の
〈
声
〉
を
聴
く
経
験
な
の
だ

と
い
う
こ
と
を
し
み
じ
み
と
感
じ
て
い
る
ぼ
く
に
と
っ
て
、
和
田
忠
彦
さ
ん

の
『
声
、
意
味
で
は
な
く ̶

 

わ
た
し
の
翻
訳
論
』
の
ペ
ー
ジ
を
め
く
る
こ
と
は
、

親
し
い
友
人
に
再
会
し
た
と
き
の
歓
び
に
似
て
い
た
。
テ
ク
ス
ト
が
一
種
の
楽

譜
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
〈
読
む
〉
こ
と
は
い
わ
ば
演
奏interprétation

で
あ
り
、
演
奏
と
は
即
解
釈interprétation

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、

テ
ク
ス
ト
を
解
釈
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
を
別
の
言
語
に
移
動
・
変

換
す
る
こ
と
で
も
あ
る
か
ら
、
解
釈
と
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
ひ
と
つ
の
〈
翻
訳
〉

interprétation = traduction

な
の
で
あ
る
。

　

＊　

＊　

＊

　
『
声
、
意
味
で
は
な
く ̶

 

わ
た
し
の
翻
訳
論
』
に
は
い
く
つ
も
仕
掛
け
が
ほ

ど
こ
さ
れ
て
い
る
。
め
ま
い
を
も
よ
お
さ
せ
る
ほ
ど
多
様
な
テ
ク
ス
ト
を
め
ぐ

る
二
〇
の
短
い
エ
ッ
セ
イ
が
独
立
し
つ
つ
、
し
か
し
数
珠
の
よ
う
に
一
本
の
糸

に
よ
っ
て
、
と
き
に
は
し
り
と
り
遊
び
（
と
い
う
人
が
い
る
）
を
連
想
さ
せ
る

よ
う
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
を
両
端
か
ら
挟
み
こ
む
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よ
う
に
、「
読
む
こ
と
、
訳
す
こ
と
」、「
声
を
さ
が
し
つ
づ
け
て
」
と
題
さ
れ

た
翻
訳
と
い
う
営
み
そ
れ
自
体
に
か
ん
す
る
少
し
ば
か
り
理
論
的
な
文
章
が
配

さ
れ
て
い
る
と
い
う
構
成
の
妙
も
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
に
違
い
な
い
。
こ
の
よ

う
な
堅
固
な
構
造
と
一
見
そ
れ
と
は
反
対
の
自
由
を
見
事
に
両
立
さ
せ
て
い
る

仕
掛
け
を
、
ぼ
く
は
一
種
の
変
奏
曲
の
よ
う
に
読
ん
だ
。
こ
の
本
は
音
楽
へ

の
参
照
が
多
い
と
は
い
え
な
い
け
れ
ど
も
、
実
は
本
質
的
に
音
楽
的
な
構
成
を

取
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
和
田
さ
ん
が
そ
の
こ
と
に
意
識
的
な
の
か
ど
う

か
、
ぼ
く
に
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
二
二
の
文
章
の
つ
ら
な
り
を
、
ぼ
く

は
た
し
か
に
翻
訳
を
め
ぐ
る
主
題
と
変
奏
と
し
て
受
け
取
っ
た
の
で
あ
る
。
冒

頭
の
翻
訳
理
論
の
回
顧
的
な
考
察
の
最
後
に
ぽ
つ
ん
と
も
ら
さ
れ
る
欠
如
感
が

呼
び
水
と
な
っ
て
、
そ
の
あ
と
に
続
く
二
〇
の
変
奏
が
導
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

変
奏
曲
と
い
う
と
、
バ
ッ
ハ
の
『
ゴ
ー
ル
ド
ベ
ル
ク
変
奏
曲
』、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ

ン
の
『
デ
ィ
ア
ベ
リ
の
主
題
に
よ
る
変
奏
曲
』、
ブ
ラ
ー
ム
ス
の
『
ハ
イ
ド
ン
の

主
題
に
よ
る
変
奏
曲
』
な
ど
が
思
い
出
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
い
ず
れ
の
場
合
も
、

作
曲
家
は
主
題
に
強
い
魅
力
を
感
じ
る
と
同
時
に
あ
る
種
の
欠
如
感
を
抱
い
て

い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
ど
う
し
て
ひ
と
つ
の
主
題
を
引
き

受
け
、
そ
の
同
一
性
を
維
持
し
な
が
ら
も
そ
れ
に
延
々
と
変
形
を
加
え
る
な
ど

と
い
う
作
業
に
身
を
「
窶
せ
る
」
だ
ろ
う
か
。
主
題
の
魅
力
と
、
し
か
し
そ
こ

に
同
時
に
認
め
ら
れ
る
欠
如
を
な
ん
と
か
埋
め
た
い
と
い
う
欲
望
と
の
せ
め
ぎ

あ
い
が
変
奏
曲
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
と
す
れ
ば
、『
声
、
意
味
で
は
な
く̶

わ
た
し
の
翻
訳
論
』
の
初
発
に
は
た
し
か
に
そ
う
い
う
せ
め
ぎ
あ
い
の
痕
跡
が

認
め
ら
れ
る
。
音
楽
に
お
け
る
変
奏
曲
の
傑
作
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
主
題

が
そ
の
同
一
性
を
頑
固
に
維
持
し
な
が
ら
も
、
当
初
の
欠
如
を
埋
め
る
た
め
に

微
妙
な
差
異
の
連
鎖
を
抱
え
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
無
限
に
変
容
し
て
ゆ
く
姿
は
、

精
神
の
限
り
な
い
可
能
性
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
を
喚
起
し
て
い
る
よ
う
で
な

ん
と
も
心
地
よ
い
。

　

＊　

＊　

＊

　
『
声
、
意
味
で
は
な
く ̶

 

わ
た
し
の
翻
訳
論
』
の
も
う
ひ
と
つ
の
有
力
な
仕

掛
け
は
、
読
者
と
の
最
初
の
接
点
、
音
楽
で
い
う
「
ア
タ
ッ
ク
」
に
あ
た
る
タ

イ
ト
ル
の
な
か
に
見
い
だ
せ
る
よ
う
に
思
う
。「
声
、
意
味
で
は
な
く
」。
な
ん

と
意
外
な
、
な
ん
と
動
的
な
、
つ
ま
り
本
文
へ
の
緩
や
か
な
、
し
か
し
確
実
な

移
行
を
喚
起
す
る
ア
タ
ッ
ク
。
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
第
三
交
響
曲
第
一
楽
章
冒

頭
の
意
外
性
と
第
四
交
響
曲
第
一
楽
章
冒
頭
の
流
動
性
の
両
方
を
兼
ね
備
え
た

よ
う
な
不
思
議
な
ア
タ
ッ
ク
。
和
田
さ
ん
は
「
声
、
意
味
で
は
な
く
」
と
い

う
。
こ
の
言
い
方
は
、
声
を
前
面
に
押
し
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
意
味
を
排
除

し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
け
れ
ど
も
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
実
は
そ
う
で
は
な

い
。〈
翻
訳
〉
が
、
意
味
を
追
い
か
け
な
が
ら
そ
の
実
け
っ
し
て
意
味
に
追
い
つ

く
こ
と
の
な
い
訳
読
と
呼
ば
れ
る
、
だ
れ
も
が
一
度
は
つ
な
ぎ
と
め
ら
れ
た
こ

と
の
あ
る
労
苦
と
間
違
っ
て
も
混
同
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
が
ゆ

え
に
、
和
田
さ
ん
は
あ
え
て
こ
う
い
う
言
い
方
を
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
意
味
は
、

実
は
、
声
を
追
う
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
つ
か
ま
ら
な
い
。
ぼ
く
は
、
今
も
続
く

修
行
の
途
上
で
、
和
田
さ
ん
も
引
い
て
お
ら
れ
る
ジ
ャ
ン・ス
タ
ロ
バ
ン
ス
キ
ー

の
仕
事
に
出
会
い
、
そ
れ
を
通
し
て
、
言
葉
に
耳
を
傾
け
るêtre à l’écoute 

des m
ots

と
い
う
こ
と
が
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
の
か
を
教
え
ら
れ
た
と
い
う

気
持
ち
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
和
田
さ
ん
の
、
実
は
意
味
に
向
け
ら
れ
た
「
声
、

意
味
で
は
な
く
」
と
い
う
言
い
方
に
は
な
ん
の
抵
抗
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ



161

Review

ろ
か
、
こ
の
ア
タ
ッ
ク
か
ら
、
ぼ
く
は
、
い
ち
は
や
く
、
後
続
す
る
文
章
に
お

い
て
展
開
さ
れ
る
に
違
い
な
い
、
テ
ク
ス
ト
に
対
す
る
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
翻

訳
と
は
縁
遠
い
作
法
を
想
像
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
想
像
は
ほ
と
ん
ど
裏
切
ら

れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、「
わ
た
し
の
翻
訳
論
」
と
い
い
な
が
ら
、実
は
、

こ
の
本
は
通
常
の
意
味
で
の
翻
訳
論
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
タ
イ
ト
ル

に
仕
込
ま
れ
た
も
う
ひ
と
つ
の
仕
掛
け
で
あ
る
。

　

＊　

＊　

＊

　

こ
こ
ま
で
書
い
て
、
も
う
与
え
ら
れ
た
紙
幅
が
尽
き
よ
う
と
し
て
い
る
。
ぼ

く
は
書
評
と
い
う
日
本
の
制
度
的
な
ジ
ャ
ン
ル
が
あ
ま
り
好
き
で
は
な
い
の
で

ほ
と
ん
ど
読
ま
な
い
し
、
ま
た
書
く
こ
と
も
敬
遠
し
て
い
る
。
著
者
が
長
い
時

間
を
か
け
、
心
血
を
注
い
で
彫
琢
し
た
言
葉
の
高
み
と
釣
り
合
う
言
葉
を
数
日
、

数
週
間
で
紡
ぐ
こ
と
な
ど
、
ぼ
く
に
は
と
う
て
い
で
き
る
は
ず
が
な
い
か
ら
だ
。

し
か
し
、
こ
れ
は
ぼ
く
だ
け
の
問
題
な
の
だ
ろ
う
か
、
と
も
思
う
。
今
回
、
和

田
さ
ん
の
本
の
魅
力
に
抗
し
き
れ
ず
に
、
み
ず
か
ら
書
評
の
よ
う
な
も
の
を
書

く
段
に
な
っ
て
、『
声
、
意
味
で
は
な
く ̶

 

わ
た
し
の
翻
訳
論
』
に
つ
い
て
書

か
れ
た
文
章
を
拾
い
読
み
し
て
み
た
の
だ
け
れ
ど
、
著
者
の
言
葉
の
伴
奏
・
伴

走
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
と
思
わ
れ
る
も
の
は
な
か
な
か
見
つ
か
ら
な
か
っ
た

か
ら
だ
。
み
す
ぼ
ら
し
い
言
葉
を
並
べ
る
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と

を
ぼ
く
は
十
分
に
認
識
し
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
、
こ
の
本
の
な
か
で
試
み
ら
れ

て
い
る
、
一
見
、
翻
訳
と
は
縁
遠
い
よ
う
に
見
え
な
が
ら
実
は
翻
訳
の
概
念
そ

れ
自
体
を
ラ
ジ
カ
ル
に
更
新
す
る
よ
う
な
、〈
翻
訳
〉
と
い
う
新
た
な
〈
読
み
〉、

あ
る
い
は
〈
翻
訳
〉
と
い
う
行
為
を
と
お
し
て
は
じ
め
て
見
え
て
く
る
新
た
な

〈
読
み
〉
の
作
法
に
多
少
な
り
と
も
触
れ
ず
に
こ
の
文
章
を
終
え
る
こ
と
は
、
や

は
り
で
き
な
い
。

　

そ
の
作
法
の
な
ん
た
る
か
を
簡
明
に
縁
取
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
の
だ
け

れ
ど
も
、
そ
の
核
心
に
あ
る
も
の
が
言
語
的
越
境
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い

だ
ろ
う
。
単
に
、
リ
ー
ビ
英
雄
、
多
和
田
葉
子
、
ア
ー
サ
ー
・
ビ
ナ
ー
ド
、
プ

レ
ス
ブ
ル
ゲ
ル
兄
弟
と
い
っ
た
模
範
的
な
言
語
的
越
境
者
た
ち
が
考
察
の
対
象

と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
。
和
田
さ
ん
自
身
が
、
古
井
由

吉
と
ダ
ニ
ロ
・
キ
シ
ュ
、
キ
ッ
シ
ュ
と
山
崎
佳
代
子
、
吉
田
健
一
と
セ
ル
バ
ン

テ
ス
、
内
田
百
閒
と
ピ
ラ
ン
デ
ッ
ロ
と
い
う
ふ
う
に
「
と
」
を
多
用
さ
れ
、
異

な
る
言
語
を
実
践
す
る
表
現
者
た
ち
の
あ
い
だ
を
自
在
に
往
還
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
読
み
な
が
ら
い
く
つ
も
の
付
箋
を
付
け
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
こ

の
本
の
な
か
か
ら
、
そ
れ
が
ほ
と
ん
ど
暴
力
に
近
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
承
知

の
う
え
で
、
一
箇
所
だ
け
に
言
及
す
る
と
す
れ
ば
、
ぼ
く
は
「
第
二
変
奏
」
に

読
ま
れ
る
、
ダ
ニ
ロ
・
キ
シ
ュ
の
「
馬
」
の
一
節
の
上
を
文
字
通
り
這
う
よ
う

に
進
め
ら
れ
る
見
事
な
〈
読
み
〉
に
よ
っ
て
、
古
井
由
吉
の
『
杳
子
』
の
一
節

が
召
喚
さ
れ
る
、
ク
ロ
ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
部
分
を
あ
げ
た
い
。
和
田
さ
ん
自

身
が
言
語
的
越
境
を
実
践
す
る
人
、
つ
ま
り
〈
翻
訳
〉
す
る
人
で
あ
る
こ
と
が

あ
ら
た
め
て
鮮
明
に
浮
か
び
上
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
け
れ
ど
も
、

な
に
よ
り
も
、
ひ
と
つ
の
言
語
の
な
か
に
さ
え
実
は
、
つ
ね
に
す
で
に
、
翻
訳

の
現
象
が
は
た
ら
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
か
ら
だ
。

　

＊　

＊　

＊
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翻
訳
と
い
う
行
為
が
ま
ず
同
じ
ひ
と
つ
の
言
語
の
な
か
で
始
ま
っ
て
い
る
こ
と

を
示
し
た
の
は
、
一
九
八
〇
年
に
お
こ
な
わ
れ
た
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
の
仕
事

を
め
ぐ
る
コ
ロ
ッ
ク
で
、「
翻
訳
と
／
あ
る
い
は
引
用
」
を
発
表
し
た
豊
崎
光

一
だ
っ
た
。
あ
ま
り
に
も
は
や
く
死
に
さ
ら
わ
れ
た
こ
の
稀
有
の
仏
文
学
者
は
、

ま
た
、
こ
う
も
言
っ
て
い
る
。「
結
局
、
わ
た
し
が
翻
訳
者
と
呼
ぶ
の
は
ひ
と
つ

の
職
業
と
い
う
よ
り
は
、
世
界
を
生
き
、
そ
し
て
見
る
ひ
と
つ
の
流
儀
だ
。
そ

れ
は
根
を
下
ろ
す
こ
と
を
拒
否
す
る
こ
と
、
ふ
た
つ
の
も
の
あ
い
だ
に
意
志
的

に
と
ど
ま
る
こ
と
だ
。
そ
れ
は
、
彼
な
り
のdépart

（
出
発
、
識
別
）
で
あ
る
。

も
し
、
翻
訳
者
の
、
そ
し
て
翻
訳
と
い
う
実
践
の
倫
理
と
で
も
い
う
べ
き
も
の

が
あ
り
う
る
と
す
れ
ば
、
わ
た
し
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
、
こ
の
拒
否
、
翻
訳
者

が
ま
っ
た
く
自
発
的
に
受
け
入
れ
る
こ
の
宙
づ
り
状
態
の
な
か
に
し
か
な
い
。」

〈
翻
訳
〉
と
い
う
行
為
を
「
果
て
し
な
い
〈
読
み
〉
の
反
復
を
不
可
欠
な
プ
ロ

セ
ス
と
し
て
含
意
す
る
」
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
と
同
時
に
、
語
り
の
技
法
に

お
け
る
語
り
手
と
登
場
人
物
の
両
方
か
ら
な
る
複
合
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の

引
き
受
け
に
な
ぞ
ら
え
て
（「
…
…
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
終
わ
り
方
の
文

が
頻
出
す
る
の
は
、
こ
の
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
）、
一

種
の
自
由
間
接
話
法
の
駆
使
と
も
考
え
る
和
田
さ
ん
の
立
場
は
、
豊
崎
光
一
の

こ
の
言
葉
と
豊
か
に
共
振
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
が
ど
う
だ
ろ
う
か
。

（
水
林
章
）
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酒
井
直
樹
・
西
谷
修
共
著

『
増
補 〈
世
界
史
〉
の
解
体
：
翻
訳
・
主
体
・
歴
史
』

以
文
社　
二
〇
〇
四
年

  　
「〈
世
界
史
〉
の
解
体
」
と
い
う
壮
大
な
タ
イ
ト
ル
を
持
つ
本
書
は
、
そ
の
タ

イ
ト
ル
に
恥
じ
な
い
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
有
し
て
は
い
る
が
、
し
か
し
決
し

て「
世
界
」の「
歴
史
」に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
た
書
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん「
歴
史
」

の
問
題
は
繰
り
返
し
徹
底
的
に
議
論
さ
れ
て
は
い
る
が
、
し
か
し
「
歴
史
」
と

い
う
言
葉
が
通
常
意
味
す
る
時
系
列
的
な
事
象
に
関
す
る
議
論
で
は
な
く
、
む

し
ろ
諸
事
象
を
「
世
界
の
歴
史
」
と
し
て
語
る
た
め
の
認
識
（
論
）
的
諸
条
件

と
は
何
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
の
か
を
め
ぐ
っ
て

交
わ
さ
れ
た
対
話
の
記
録
で
あ
る
。
そ
し
て
本
書
で
言
わ
れ
て
い
る
〈
世
界
史
〉

の
「
解
体
」
と
は
、〈
世
界
史
〉
が
語
ら
れ
る
た
め
の
可
能
的
経
験
を
問
い
、
そ

の
〈
世
界
史
〉
に
お
い
て
前
提
さ
れ
る
「
世
界
化
」
と
い
う
運
動
の
政
治
性
を

あ
ぶ
り
出
し
、
対
象
化
し
て
歴
史
化
す
る
こ
と
で
、「
現
在
」
の
様
々
な
問
題

を
批
判
的
に
考
察
す
る
視
点
を
提
示
す
る
こ
と
で
あ
る

　

も
ち
ろ
ん
「
世
界
化
」
も
一
般
的
な
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
十
五
世
紀
に
支
配
圏
域
を
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
拡
張
し
た

と
き
に
現
れ
た
「
世
界
化
」
で
あ
り
、
十
九
世
紀
の
帝
国
主
義
列
強
が
植
民
地

の
獲
得
競
争
に
鎬
を
削
る
こ
と
で
現
出
し
た
「
世
界
化
」
で
あ
っ
て
、
さ
ら
に

近
年
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
あ
る
い
は
ア
メ
リ
カ
合
州
国
の
一
極
支
配
と
し

て
語
ら
れ
る
冷
戦
後
の
「
世
界
化
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
西
洋
」
が
、
近
代
と

呼
ば
れ
る
時
代
に
お
い
て
、
非
西
洋
を
「
発
見
」
し
て
支
配
し
つ
つ
他
者
化
す

る
こ
と
で
自
己
確
定
し
、
帝
国
主
義
と
植
民
地
支
配
に
至
っ
た
「
世
界
化
」
が

俎
上
に
上
げ
ら
れ
、
と
り
わ
け
そ
う
し
た
制
度
を
支
え
る
「
西
洋
」
に
始
原
を

持
つ
近
代
の
「
知
」
の
構
造
と
制
度
が
、
原
理
的
か
つ
批
判
的
に
検
証
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

対
話
者
は
酒
井
直
樹
氏
と
西
谷
修
氏
で
あ
る
。
米
国
で
日
本
研
究
に
携
わ
る

酒
井
氏
と
、
日
本
で
フ
ラ
ン
ス
を
中
心
に
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
・
文
学
研
究

に
携
わ
る
西
谷
氏
と
が
、
互
い
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
差
異
を
確
認
し
つ
つ
、
繊
細

な
問
題
を
原
理
的
に
論
じ
る
形
に
な
っ
て
い
る
。
扱
わ
れ
て
い
る
事
柄
は
広
範

囲
か
つ
多
岐
に
渡
っ
て
い
る
が
、
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
我
々
を
規
定
し
て

い
る
知
の
問
題
で
あ
り
、
そ
の
問
題
を
読
み
解
く
た
め
に
必
要
な
も
の
は
何
な

の
か
、
と
い
う
問
い
か
け
で
あ
る
。

　

ま
ず
二
人
の
対
話
で
問
題
に
さ
れ
る
の
は
、
酒
井
氏
が
「
西
洋
へ
の
回
帰
」

と
呼
ぶ
事
態
で
あ
る
。
世
界
化
と
い
う
事
態
は
、
普
遍
性
を
僭
称
す
る
西
洋
の

非
西
洋
の
支
配
と
し
て
機
能
し
な
が
ら
、
逆
説
的
に
も
非
西
洋
の
人
々
に
近
代

的
知
を
持
つ
こ
と
や
そ
の
議
論
に
参
入
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
と
り
わ
け

世
界
化
が
一
気
に
進
ん
だ
第
二
次
世
界
大
戦
後
で
は
、「
近
代
性
」
は
決
し
て

特
定
の
人
種
や
民
族
、
地
域
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
ゆ

え
に
そ
の
近
代
性
を
「
西
洋
」
の
核
と
し
て
信
奉
し
て
い
た
人
々
は
、
自
ら
の

「
西
洋
」
と
い
う
超
越
性
が
揺
る
が
さ
れ
、「
西
洋
」
の
同
一
性
を
確
認
し
固
執

す
る
と
い
う
反
動
化
が
近
年
強
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

と
同
時
に
、
近
代
社
会
が
目
指
す
の
理
念
と
し
て
の
国
民
国
家
概
念
も
揺
る

が
さ
れ
る
事
態
に
至
っ
て
い
る
こ
と
を
二
人
は
指
摘
す
る
。
加
速
化
し
た
世
界
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化
は
、
各
国
民
国
家
が
も
は
や
自
立
し
た
主
権
国
家
と
し
て
機
能
し
え
な
い
こ

と
を
露
呈
さ
せ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
唯
一
米
国
だ
け
が
そ
の
超
大
国
性

を
背
景
に
自
己
充
足
的
な
国
民
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
自
家
撞
着
的
に
遂
行
し

て
お
り
、
自
ら
の
宗
主
国
性
の
責
任
と
歴
史
を
否
認
し
続
け
る
日
本
は
、
米
国

の
欲
望
に
追
従
し
、
自
ら
の
差
別
的
な
国
民
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
強
迫
的
に

固
執
す
る
こ
と
で
世
界
化
に
対
応
す
る
と
い
う
事
態
が
起
こ
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
世
界
化
と
そ
の
反
動
と
し
て
の
「
西
洋
へ
の
回
帰
」
や
国
民
主
義

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
強
化
を
批
判
的
に
分
析
す
る
た
め
に
提
示
さ
れ
る
の
が
「
翻

訳
」
と
い
う
行
為
で
あ
る
。
現
在
で
は
、
翻
訳
さ
れ
る
言
語
は
「
言
語
」
と
い

う
一
般
性
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
排
他
的
な
種
差
を
持
つ
下
位
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
歴
史
的
に
は
、
ま
さ
に
世
界
化
の
過
程
に

お
い
て
、
翻
訳
と
い
う
行
為
が
そ
う
し
た
種
差
を
生
み
出
し
つ
つ
、
言
語
の
一

般
性
と
い
う
認
識
枠
組
み
を
も
相
即
的
に
創
出
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

近
代
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
言
語
に
代
表
さ
れ
る
文
化
的
種
差
性
は
「
西
洋
」

が
僭
称
す
る
普
遍
性
の
反
照
と
し
て
生
ま
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ

そ
翻
訳
は
、
た
だ
普
遍
性
の
レ
ジ
ー
ム
に
奉
仕
す
る
消
極
的
で
透
明
な
作
業
で

は
な
く
、
異
質
な
も
の
の
接
合
や
編
成
が
、
主
体
の
変
容
を
賭
け
て
繰
り
広
げ

ら
れ
る
多
重
的
な
分
節
の
場
と
し
て
あ
り
う
る
の
だ
が
、
ひ
と
た
び
「
制
度
」

と
な
れ
ば
、
翻
訳
は
先
述
し
た
種
差
的
な
言
語
間
の
転
換
と
し
て
だ
け
捉
え
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
、
翻
訳
が
原
初
に
持
っ
て
い
た
様
々
な
問
題
や
多
元
性
は
忘

却
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
う
し
た
「
翻
訳
」
の
歴
史
性
・
制
度
性
に
着
目
す
る
と
き
、
翻
訳
は
た
だ

言
語
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
超
え
て
、
日
本
を
含
む
非
「
西
洋
」
が
経
験
し
た

世
界
化
一
般
の
問
題
へ
と
接
合
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
国
民
国
家
の
理
念
に
代

表
さ
れ
る
よ
う
な
、「
西
洋
」
に
お
い
て
誕
生
し
た
近
代
性
を
ど
の
よ
う
に
翻

訳
し
て
移
植
す
る
か
は
、
非
西
洋
諸
国
の
近
代
化
に
と
っ
て
本
質
的
な
問
題
と

さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
本
書
で
は
、
そ
う
し
た
「
翻
訳
」
の
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ

と
し
て
戦
前
の
日
本
の
思
想
、
と
く
に
西
田
幾
多
郎
や
田
辺
元
の
哲
学
が
取
り

上
げ
ら
れ
、
非
西
洋
に
お
い
て
西
洋
を
越
え
た
普
遍
性
を
希
求
し
た
哲
学
の
そ

の
可
能
性
と
不
可
能
性
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
原
理
的
な
議
論
を
踏
ま
え
つ
つ
、
哲
学
か
ら
文
学
、
世
界
政
治

か
ら
移
民
問
題
、
宗
教
や
世
俗
化
の
問
題
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
や
ク
レ
オ
ー
ル
、

そ
し
て
国
民
教
育
の
問
題
な
ど
へ
と
多
岐
に
わ
た
っ
て
繰
り
広
げ
ら
れ
る
議
論

は
、「
現
在
」
に
強
く
介
入
し
よ
う
と
す
る
意
識
に
強
く
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る

た
め
、
こ
う
し
た
小
文
で
は
カ
バ
ー
で
き
な
い
ほ
ど
示
唆
に
富
む
論
点
が
数
多

く
提
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
刺
激
的
な
対
話
が
可
能
に
な
っ
た
の
も
、
単

に
二
人
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
差
異
が
あ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、「
近
代
」
が
持

つ
そ
れ
自
身
の
制
度
を
内
破
し
つ
つ
更
新
し
て
い
く
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
に
賭
け
る

酒
井
氏
と
、
近
代
化
に
よ
っ
て
打
ち
捨
て
ら
れ
て
き
た
人
間
の
社
会
性
や
属
性

に
視
点
を
置
き
つ
つ
近
代
性
を
捉
え
返
そ
う
と
す
る
西
谷
氏
と
の
ア
プ
ロ
ー
チ

の
違
い
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
米
国
と
日
本
、
フ
ラ
ン
ス
と
日
本
を

軸
に
語
ら
れ
る
本
書
の
〈
世
界
史
〉
と
「
世
界
化
」
の
問
題
は
、そ
の
ポ
ジ
シ
ョ

ン
が
変
わ
れ
ば
、
ま
た
異
な
る
容
貌
を
見
せ
る
に
違
い
な
い
だ
ろ
う
が
、
本
書

に
お
け
る
対
話
者
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
拘
束
性
は
、
決
し
て
議
論
の
限
定
性
に
は

な
っ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
展
開
さ
れ
て
い
る
様
々
な
議
論
に
、様
々
な
ポ
ジ
シ
ョ

ン
に
位
置
す
る
も
の
が
介
入
出
来
る
べ
く
、
徹
底
し
た
対
話
性
へ
と
開
か
れ
て

お
り
、そ
う
し
た
意
味
で
も
、本
書
は
〈
世
界
史
〉
の
解
体
が
実
践
さ
れ
て
い
る
。

（
李
孝
徳
）
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亀
山
郁
夫
著

『
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー　
父
殺
し
の
文
学
（
上
・
下
）』

日
本
放
送
出
版
協
会　
二
〇
〇
四
年

　

亀
山
郁
夫
氏
に
よ
る
最
新
の
著
作
は
、
そ
の
対
象
で
あ
る
ド
ス
ト
エ
フ
ス

キ
ー
と
い
う
作
家
へ
の
肉
迫
を
随
所
に
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
作
品
で
あ
る
。
フ

レ
ー
ブ
ニ
コ
フ
、
マ
ヤ
コ
フ
ス
キ
ー
な
ど
ロ
シ
ア
前
衛
詩
の
研
究
の
第
一
人
者

と
し
て
知
ら
れ
る
文
学
者
が
、
十
九
世
紀
ロ
シ
ア
文
学
の
根
幹
と
も
い
う
べ
く

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
へ
関
心
領
域
を
拡
張
し
た
、
と
本
著
を
捉
え
る
べ
き
で
は

な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
作
品
は
、
長
年
「
憑
り
つ
か
れ
て
い
た
」
作
家
に
体

当
た
り
と
で
も
い
う
べ
く
姿
勢
で
、
亀
山
氏
が
取
り
組
ん
だ
著
作
で
あ
る
か
ら

で
あ
る
。『
甦
る
フ
レ
ー
ブ
ニ
コ
フ
』（
晶
文
社
、
一
九
八
九
年
）
か
ら
『
破
滅

の
マ
ヤ
コ
フ
ス
キ
ー
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
八
年
）
に
至
る
系
譜
に
お
い
て

看
取
さ
れ
る
よ
う
に
、
同
氏
が
、「
ロ
シ
ア
・
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
」
と
い
う

ひ
と
つ
の
運
動
体
、
と
り
わ
け
詩
人
た
ち
の
営
為
の
探
求
に
精
力
を
注
ぎ
、
そ

し
て
近
年
は
「
ス
タ
ー
リ
ン
学
」
の
樹
立
を
宣
言
す
る
な
ど
、
二
〇
世
紀
の
ロ

シ
ア
文
化
全
体
を
も
視
野
に
収
め
て
い
る
こ
と
は
周
知
で
あ
る
。
だ
が
、『
ド

ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー 

父
殺
し
の
文
学
』
と
い
う
大
作
は
、
著
者
に
と
っ
て
、
ド
ス

ト
エ
フ
ス
キ
ー
と
い
う
偉
大
な
る
散
文
作
家
へ
の「
回
帰
」を
意
味
す
る
。
そ
う
、

こ
れ
は
「
回
帰
」
で
あ
る
。『
甦
え
る
フ
レ
ー
ブ
ニ
コ
フ
』
の
「
あ
と
が
き
」
で
、

学
生
時
代
に
「
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
と
い
う
情
念
の
牢
獄
」
か
ら
で
き
る
だ
け

遠
く
へ
離
れ
よ
う
と
し
て
、
ロ
シ
ア
・
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
詩
人
た
ち
に
没
頭
す
る

よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
同
時
に
、
そ
れ
は
、
著
者

自
身
も
認
め
る
よ
う
に
、「
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
か
ら
の
逃

亡
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、幾
年
の
時
間
を
経
て
、ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
に
「
回

帰
」
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
間
に
集
積
さ
れ
た
資
料
と
知
識
を
十
分
に
活
用
す

る
の
み
な
ら
ず
、
錬
成
さ
れ
た
読
み
に
よ
っ
て
、「
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
」
で
は

稀
有
な
上
下
全
二
巻
と
い
う
大
作
の
完
成
を
見
た
の
で
あ
る
。

　

本
書
は
、
タ
イ
ト
ル
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
父
親
殺
し
」
と
い
う
主

題
を
め
ぐ
っ
て
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
作
品
全
体
を
通
し
て
考
察
が
進
め
ら

れ
て
い
る
。
特
徴
的
で
あ
る
の
が
、『
罪
と
罰
』
や
『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』

と
い
っ
た
名
作
の
み
な
ら
ず
、『
他
人
の
女
房
と
ベ
ッ
ド
の
下
の
亭
主
』
や
『
永

遠
の
夫
』
と
い
っ
た
一
般
的
に
は
あ
ま
り
な
じ
み
の
な
い
中
短
編
ま
で
を
も
考

察
の
射
程
に
収
め
る
こ
と
で
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
と
い
う
作
家
の
新
た
な
全

体
像
を
見
事
に
映
し
出
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
適
宜
フ
ロ
イ
ト
、
ジ
ラ
ー
ル
な

ど
に
依
拠
し
な
が
ら
も
、
基
本
的
に
は
独
自
の
読
み
を
進
め
、「
父
」
の
問
題

を
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
作
品
の
細
部
か
ら
徹
底
的
に
読
み
解
こ
う
と
す
る
著
者
の

姿
勢
は
敬
服
に
値
す
る
。

　

全
体
は
十
二
講
か
ら
成
り
、そ
れ
ぞ
れ
の
講
が
「
事
件
と
証
言
」、「
伝
記
」、「
テ

ク
ス
ト
」、「
講
義
」
を
展
開
し
て
お
り
、
本
著
の
構
成
そ
の
も
の
も
独
自
な
も

の
と
な
っ
て
い
る
。「
事
件
と
証
言
」
で
は
作
品
と
関
連
す
る
事
件
な
ど
、
当

時
の
ロ
シ
ア
社
会
の
情
勢
が
簡
潔
に
描
か
れ
、「
伝
記
」
で
は
広
範
な
資
料
に

依
拠
し
て
、
父
と
の
関
係
を
照
射
し
な
が
ら
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
自
身
の
生

涯
を
再
構
成
し
て
い
る
。「
テ
ク
ス
ト
」
は
、
分
析
対
象
と
な
る
作
品
の
概
要

が
語
ら
れ
、
そ
れ
に
続
く
「
講
義
」
で
は
、
文
字
通
り
目
の
前
に
い
る
「
読
者
」
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に
語
り
か
け
る
か
の
よ
う
に
、
軽
や
か
な
文
体
で
持
論
が
展
開
さ
れ
る
と
い
っ

た
流
れ
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
プ
ロ
ロ
ー
グ
」
と
「
エ
ピ
ロ
ー
グ
」
と
い

う
《
紀
行
文
》
が
挿
入
さ
れ
る
こ
と
で
、本
書
は
よ
り
味
わ
い
深
い
も
の
と
な
っ

て
い
る
。
テ
ク
ス
ト
の
世
界
を
飛
び
出
し
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
息
吹
が
感

じ
ら
れ
る
空
間
を
み
ず
か
ら
の
足
で
訪
れ
た
著
者
の
経
験
が
、
鮮
や
か
に
文
章

に
投
影
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

　

複
数
の
作
品
に
お
い
て
重
層
的
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
「
父
殺
し
」
と
い
う
問

題
の
考
察
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
と
い
う
ひ
と
り
の

作
家
の
研
究
と
い
う
範
疇
で
収
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
ロ
シ
ア
文
化
と
い
う
広

大
な
フ
ィ
ー
ル
ド
に
お
い
て
こ
そ
検
討
さ
れ
る
べ
き
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ

の
た
め
、「
事
件
と
証
言
」
の
項
目
は
、
テ
ク
ス
ト
か
ら
社
会
事
象
へ
の
広
が

り
を
示
し
て
く
れ
る
ひ
と
つ
の
指
標
と
な
っ
て
い
る
。
著
者
は
作
家
と
同
時
代

の
事
象
を
重
ね
あ
わ
せ
、
現
代
の
状
況
へ
の
関
係
付
け
は
最
小
限
に
と
ど
め
て

い
る
が
、
本
著
で
展
開
さ
れ
た
議
論
は
、
現
代
の
ロ
シ
ア
の
状
況
に
も
適
用
す

る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
本
著
の
出
版
と
前
後
し
て
都
内
で
公
開
さ
れ
た
あ

る
ロ
シ
ア
映
画
に
触
れ
る
こ
と
は
、
そ
の
意
味
合
い
を
際
立
た
せ
て
く
れ
る
か

も
し
れ
な
い
。
一
九
六
四
年
シ
ベ
リ
ア
の
ノ
ヴ
ォ
シ
ビ
ル
ス
ク
生
ま
れ
の
ア
ン

ド
レ
イ・ズ
ビ
ャ
ギ
ン
ツ
ェ
フ
監
督
作
品
、『
父
、帰
る
』
と
題
さ
れ
た
映
画
（
原

題
は
ロ
シ
ア
語
で
「
帰
還
」）
は
、
現
代
の
ロ
シ
ア
を
舞
台
に
し
た
「
父
」
の

不
在
と
取
り
上
げ
た
作
品
で
あ
る
が
、
こ
の
映
画
と
亀
山
氏
の
著
作
を
重
ね
あ

わ
せ
て
み
る
と
、
ロ
シ
ア
文
化
に
お
け
る
「
父
」
へ
思
い
を
め
ぐ
ら
さ
ざ
る
を

え
な
い
。「
帝
国
」、「
皇
帝
」
が
失
墜
し
て
い
く
十
九
世
紀
、「
共
産
主
義
」、「
ソ

連
邦
」
が
瓦
解
し
て
い
っ
た
前
世
紀
の
事
象
が
、「
父
性
」
の
模
索
と
い
う
一
点

で
共
鳴
し
あ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。「
父
」
と
い
う
問
題
は
、

今
日
の
ロ
シ
ア
文
化
を
考
え
る
う
え
で
も
非
常
に
重
要
で
あ
り
、
ま
さ
に
こ
の

よ
う
な
観
点
か
ら
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
全
体
像
を
照
射
し
よ
う
と
し
た
本
書

は
、
単
な
る
一
作
家
の
研
究
書
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
現
代
的
な
価
値
が
付
与

さ
れ
て
い
る
。
換
言
す
る
と
、そ
れ
だ
け
の
思
索
を
促
が
す
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー

と
い
う
作
家
の
懐
の
深
さ
を
あ
ら
た
め
て
認
識
さ
せ
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
著
者
に
と
っ
て
の
「
父
」
と
は
何
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
端
的

に
言
う
と
、
亀
山
氏
に
と
っ
て
の
「
父
」
は
、
あ
る
意
味
で
触
れ
る
こ
と
の
で

き
な
い
《
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
》
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
魅
了
さ
れ
な

が
ら
も
、
あ
る
程
度
の
距
離
を
置
き
、
だ
が
思
い
を
寄
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い

存
在
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
そ
の
よ
う
な
意
味
で
著
者
に
と
っ
て
の
「
師
」

で
あ
り
、「
ラ
イ
バ
ル
」
で
も
あ
っ
た
よ
う
に
も
思
え
る
。
仮
に
そ
う
だ
と
し

た
ら
、「
父
」
の
克
服
を
企
図
し
た
本
書
の
執
筆
は
、
様
々
な
面
で
困
難
を
伴

う
営
為
で
あ
る
。「
あ
と
が
き
」
で
著
者
の
恩
師
で
あ
る
故
・
原
卓
也
氏
が
的
確

に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
後
ろ
姿
を
つ
ね
に
眺
め
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
作
者

に
陶
酔
し
て
し
ま
う
危
険
性
が
つ
ね
に
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ

え
て
そ
の
岸
壁
に
取
り
組
み
、
新
た
な
視
点
か
ら
「
父
」
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー

の
後
ろ
姿
を
追
い
求
め
る
著
者
の
姿
勢
に
敬
意
を
表
し
た
い
。

（
阿
部
賢
一
）
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R e vi e w

柴 田 勝 二

『  〈 作 者 〉 を

め ぐ る 冒 険 』新 曜 社

　

二 〇 〇 四 年

   

　

こ の 魅 力 的 な タ イ ト ル は 言 う ま で も な く 、 ミ シ ェ ル ・ フ ー コ ー の

「 作 者 と は 何 か ？ 」 や ロ ラ ン ・ バ ル ト の 「 作 者 の 死 」 と 、 村 上 春 樹の 小 説 『 羊 を め ぐ る 冒 険 』 を 背 景 に 置 い て い る 。 さ ら に は 、 そ の 間に 加 藤 典 洋 の 著 『 テ ク ス ト か ら 遠 く 離 れ て 』 を 置 い た 三 角 形 の 真 ん中 に あ る と と ら え れ ば 、 も っ と 本 書 の ト ポ ス が く っ き り と 浮 か び 上が る だ ろ う か 。 ま ず は そ の こ と が 、 学 生 時 代 に 日 本 近 代 文 学 か ら ドイ ツ 文 化 研 究 に 「 鞍 替 え ・ 転 向 」 し た 経 緯 を も つ 〈 六 八 年 世 代 〉 の私 に は 興 味 深 か っ た 。
　

周 知 の よ う に 、 一 九 六 九 年 の コ レ ー ジ ュ ・ ド ・ フ ラ ン ス に お け る
研 究 発 表 で フ ー コ ー は 、  「 だ れ が 話 そ う と か ま わ な い で は な い か 、 だれ か が 話 し た の だ 、 だ れ が 話 そ う と か ま わ な い で は な い か 」  （ 清 水 徹訳 ） と い う ベ ケ ッ ト の 言 葉 を 出 発 点 に し て 、 作 者 は す で に 消 滅 し てい る 、 と い う こ と を 確 認 し て み せ た 。 先 ん じ て バ ル ト は 一 九 六 八 年に 書 か れ た 「 作 者 の 死 」 で こ う 宣 言 し て い た 、  「 お そ ら く 常 に そ うだ っ た の だ 。 あ る 事 実 が 、 も は や 現 実 に 直 接 語 り か け る た め に で はな く 、 自 動 的 な 目 的 の た め に 物 語 ら れ る や い な や 、 つ ま り 要 す る に 、

象 徴 の 行 使 そ の も の を 除 き 、 す べ て の 機 能 が 停 止 す る や 否 や 、 た だち に こ う し た 断 絶 が 生 じ 、 声 が そ の 起 源 を 失 い 、 作 者 が 自 分 自 身 の死 を 迎 え 、 エ ク リ チ ュ ー ル が 始 ま る の で あ る 」  （ 花 輪 光 訳 ）  。 お そ らく は そ の こ ろ か ら 、  「 作 者 の 死 」 と 「 テ ク ス ト 論 」 は 一 人 歩 き し て機 能 あ る い は 席 捲 （ ？ ） し 始 め て い っ た の だ ろ う し 、  背 景 の 文 脈 に は 、い わ ゆ る 〈 一 九 六 八 年 〉 の 「 知 の パ ラ ダ イ ム ・ チ ェ ン ジ 」 が あ っ ただ ろ う 。 日 本 （ 語 ） で の そ れ ら の 受 容 に は 十 数 年 以 上 の タ イ ム ラ グが あ る の だ ろ う が 、 私 も よ く は わ か ら な い な り に 、 一 九 八 二 年 こ ろに ド イ ツ 在 外 研 修 中 の ケ ル ン 大 学 演 劇 学 科 で の ゼ ミ で 『 知 の 考 古 学 』を ド イ ツ 語 で （ ！ ） み ん な で 読 ん だ り も し な が ら 、 い っ た い こ れ は何 な の だ ろ う 、 具 体 的 な 文 学 ・ 文 化 の 批 評 や 研 究 、 実 践 の 地 平 で はそ も そ も 何 を 意 味 す る の だ ろ う か と 、 考 え あ ぐ ね 、 考 え 続 け た も のだ っ た 。 我 田 引 水 で さ ら に 付 言 さ せ て も ら え ば 、 ハ イ ナ ー  ・  ミ ュ ラ ーの 『 ハ ム レ ッ ト マ シ ー ン 』 が 発 表 さ れ て 「 い っ た い こ れ は 何 な の だ 」と 思 っ た の が 一 九 七 七 年 、 ケ ル ン の シ ャ ウ シ ュ ピ ー ル ハ ウ ス で の 初演 の 試 み が 挫 折 し て 何 故 挫 折 し た か が ド イ ツ で

“
E

n
ds

pi
el” （ ＝ エ

ン ド ゲ ー ム ） と い う ベ ケ ッ ト に ち な ん だ タ イ ト ル の 本 に な っ た の が一 九 七 八 年 、 そ の 編 者 が 実 は 、 そ の 一 九 八 二 年 の 『 知 の 考 古 学 』 ゼミ の 主 宰 者 で 、 そ の こ ろ は ケ ル ン 大 学 演 劇 科 の 助 手 だ っ た テ オ ・ ギル ス ハ ウ ゼ ン 氏 だ っ た 。
　

と も あ れ 、 本 書 は 日 本 の 近 ・ 現 代 文 学 を 対 象 に 精 力 的 に 研 究 を 発
表 し 続 け て お ら れ る 柴 田 勝 二 氏 が 、  「 あ と が き 」 か ら 引 か せ て も ら えば 、 日 本 近 ・ 現 代 文 学 の 「 そ の 生 成 の 機 構 を 〈 作 者 〉 の 側 に 比 重 を
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か け る 形 で 追 っ た 」  最 新 の 試 み で あ る 。  「 二 〇 世 紀 後 半 に  〈 作 者 の 死 〉が 文 学 研 究 に お け る 一 般 的 な 了 解 事 項 と な っ た 」 が 、 副 題 に 「 テ クス ト 論 を 超 え て 」  、 帯 に 「 よ み が え る 作 者 」 と あ る よ う に 、 は た して そ れ で い い の だ ろ う か と い う 問 い か け か ら 、 生 活 者 と し て の 生 身の 存 在 の 代 わ り に 「 機 能 と し て の 作 者 」 と い う 観 点 を 置 い て 、 自 家薬 蝋 中 の 作 家 ・ 作 品 を 対 象 に し た 一 九 九 八 〜 二 〇 〇 四 年 初 出 の 論 を再 構 成 し つ つ 、  作 品 と 作 家 の 新 し い 様 相 を 探 る 〈 冒 険 〉 が 試 み ら れ る 。
　

全 体 は 三 部 構 成 に な っ て い て 、 第 一 部 が 「 視 角 と し て の 〈 現 在 〉  」
と 題 さ れ た 、  『 痴 人 の 愛 』  、  『 卍 』  、  『 細 雪 』 を 中 心 に し た 三 本 の 谷 崎 潤一 郎 論 か ら な る 。 第 二 部 が 「 現 在 へ の 探 求 」 と 題 さ れ た 『 芽 む し り仔 撃 ち 』  、  『 個 人 的 な 体 験 』  、  『 万 延 元 年 の フ ッ ト ボ ー ル 』 を 中 心 に 論じ た 三 本 の 大 江 健 三 郎 論 。 そ し て 「 重 層 す る 時 空 」 と 題 さ れ た 第 三部 だ け が 、 夏 目 漱 石 の 『 夢 十 夜 』 論 と 、 大 岡 昇 平 の 『 野 火 』 論 、 およ び 村 上 春 樹 の 『 ノ ル ウ エ イ の 森 』 論 か ら 成 る 。

　

そ し て そ れ ら の 巻 頭 に 冠 さ れ て い る の が 、  「 語 り 直 す 機 構

̶
̶

〈 機

能 と し て の 作 者 〉 と 『 舞 姫 』  」 と 題 さ れ た 序 で あ る 。  「 あ と が き 」 を読 ん で 判 明 し た の だ が 、 こ れ は 著 者 が 上 記 の 個 々 の 作 品 を 一 通 り論 じ 終 え た 後 で 、 序 論 と し て 〈 作 者 の 死 〉 と テ ク ス ト 論 を 超 え る 地平 を 模 索 す る 問 題 を あ ら た め て 考 察 す る た め に 、 い わ ば 演 繹 的 に でな く 帰 納 的 に 書 か れ た も の で あ り 、 そ の 論 を 書 い て い る 最 中 に 、 加藤 典 洋 の 『 テ ク ス ト か ら 遠 く 離 れ て 』 が 「 群 像 」 誌 に 二 〇 〇 二 〜二 〇 〇 三 年 に 連 載 さ れ て い た の は （ 著 書 と し て は 二 〇 〇 四 年 に 刊行 ）  、  「 興 味 深 い 重 な り で あ っ た 」 と い う 。

　

私 に と っ て も 、 た し か に そ の 「 重 な り 」 は 興 味 深 か っ た 。 私 よ り
二 歳 下 の 仏 文 科 出 身 の 加 藤 典 洋 氏 だ が 、  〈 一 九 六 八 年 〉 を 挟 ん だ 学生 時 代 に 棘 の よ う に 喉 に 刺 さ っ た 吉 本 隆 明 の 言 語 論 と ソ シ ュ ー ル の言 語 学 を 、 ま た 後 景 の フ ラ ン ス （ 文 学 ） と 日 本 文 学 を 、 か つ 理 論 と作 品 批 評 を 、 そ れ ぞ れ 車 の 両 輪 の ご と く に そ の 深 層 か ら 考 察 す る 作業 の 先 に 、  「 い わ ば 、 舞 台 は 、 こ の 三 十 年 間 で 一 回 り し た 」  、 い ま こそ テ ク ス ト 論 の 限 界 を 明 ら か に す る 作 業 が 求 め ら れ て い る 、 そ ろ そろ 誰 か が そ れ を し な け れ ば な ら な い と い う 思 い で 、 こ れ に 代 表 さ れる 仕 事 が な さ れ た の だ っ た 。 年 齢 と 年 代 に 拘 る の は 私 が 、 テ ク ス トは 読 み 手 の 「 期 待 の 地 平 」 で 成 立 す る と い う 「 受 容 美 学 」 の 洗 礼 を受 け た 世 代 だ か ら だ ろ う 。

　

柴 田 氏 自 身 も 、 他 の た と え ば 松 澤 和 宏 や 小 森 陽 一 な ど の 仕 事 に も
論 及 し な が ら 本 書 の 位 相 を あ き ら か に し て お ら れ る よ う に 、 私 が ここ で 述 べ た い の は 、 そ の 影 響 関 係 と か 、 ど ち ら が 正 鵠 を 得 て い る かと か い っ た 問 題 で は な い 。 ビ ビ ビ ッ と 来 た の は そ の 「 重 な り 方 」 であ り 、 前 述 し た よ う に 「 作 者 の 死 」 と は そ も 何 な の か （  『 ハ ム レ ット マ シ ー ン 』 の 中 に も 「 作 者 の 写 真 が 破 り ち ぎ ら れ る 」 と い う ト 書き の よ う な 文 が あ る ）  、 具 体 的 な 文 学 ・ 文 化 の 実 践 や 批 評 、 研 究 の地 平 で は 何 を 意 味 す る の か と 私 が 考 え あ ぐ ね 続 け て い る こ と の 、 その 展 開 形 の あ り か た だ っ た 。 海 の 向 こ う と こ ち ら の 、 具 体 的 な 文 学  ・文 化 の 実 践 の 各 位 相 の 、 批 評 と 研 究 の 、 テ ク ス ト と コ ン テ ク ス ト の 、そ れ ら の 媒 介 項

=

メ デ ィ ウ ム の 、 そ れ ぞ れ に 通 低 す る も の と ず れ る

も の ＝ 差 異 が 、 そ れ こ そ 内 的 受 容 の な か で 「 シ ニ フ ィ ア ン の 戯 れ 」と し て 多 様 多 層 に 展 開 し て い く こ と の 、 そ れ こ そ が ま さ に ひ と つ の
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表 れ ＝ 現 れ だ っ た の で は な い だ ろ う か 。
　

ま た ぞ ろ 我 田 の 演 劇 の 地 平 に 引 水 さ せ て 貰 う な ら 、 あ る 作 品 ＝ テ
ク ス ト を 舞 台 化 す る と は 、 当 然 な が ら 、 そ の 時 点 で は 作 品 を 産 み 出し た 〈 作 者 〉 は す で に 後 景 に 引 い て 、 上 演 集 団 （ そ の 内 実 も 多 層 の複 合 体 だ が ） の 「 作 品 ＝ テ ク ス ト の 読 み

=

レ ク チ ュ ー ル 」 が 「 書

き ＝ エ ク リ チ ュ ー ル 」 と し て 、 さ ら に 読 み 手 で あ る 観 客 に 手 渡 さ れ 、そ こ か ら さ ら に 「 上 演 テ ク ス ト の 読 み ＝ レ ク チ ュ ー ル 」 が 展 開 し てい か な く て は な ら な い 。 だ か ら こ そ 、 同 じ 「 古 典 作 品 」 が 何 度 で もど こ で で も さ ま ざ ま に 上 演 さ れ 続 け て い け る の だ か ら 。 起 源 を す べて ひ た す ら 「 作 家 」 に 戻 し て い た ら 、  〈 今 ・ こ こ ・ 我 々 〉 の た め のラ イ ブ ・ ア ー ト で あ る 演 劇 は 成 立 し な い の だ か ら 。 シ ニ フ ィ ア ン とシ ニ フ ィ エ の 等 号 関 係 で 成 り 立 つ 模 写 の 演 劇 ＝ 「 戯 曲 再 現 」 の 近 代演 劇 か ら 、 作 者 や 読 者 も テ ク ス ト の ひ と つ と し て 演 者 と な り 、 さ まざ ま な 要 素 が ラ イ ブ の カ ー ニ ヴ ァ ル 空 間 に 飛 翔 浮 遊 す る パ フ ォ ー マン ス 空 間 の 演 劇 へ の 転 換

̶
̶

ハ イ ナ ー ・ ミ ュ ラ ー だ け で な く 、 八 〇

年 代 か ら は そ う い っ た い わ ゆ る 「 ポ ス ト ド ラ マ 演 劇 」 が 、 世 界 の 演劇 の ひ と つ の 流 れ と な っ て い っ た 。 ハ イ ナ ー ・ ミ ュ ラ ー 曰 く 、  「 作家 の 消 滅 は 、 人 間 の 消 滅 へ の 抵 抗 な の で す 」  。
　

ち ょ っ と 我 田 引 水 が 過 ぎ た の で 戻 し ま す 。

　

昨 年 の 『 錬 肉 工 房 版 【 ハ ム レ ッ ト マ シ ー ン 】  』 書 評 の お 返 し を お
引 き 受 け し て 久 し ぶ り に 日 本 近 ・ 現 代 文 学 の 評 論 ・ 研 究 に 対 峙 さ せて 頂 き な が ら 、 い ろ い ろ 示 唆 さ れ 、 面 白 い 追 思 考 に も 縷 々 誘 わ れた 。 作 品 を 作 者 と 時 代 に 返 し つ つ 「 機 能 と し て の 作 者 」 の 観 点 か ら

読 み 直 し て い く と い う 手 法 で 、 個 人 的 に 特 に 興 味 深 か っ た の は 、 学生 時 代 か ら 親 し ん だ 大 江 健 三 郎 に つ い て の 論 と 、 私 よ り 三 歳 年 下 で一 九 六 八 年 に 大 学 生 と な っ た 村 上 春 樹 を 論 じ た も の だ っ た 。 詳 述 の余 裕 は な い の で ほ ん の 触 り だ け い く つ か 言 及 さ せ て い た だ く 。
　

こ と に 大 江 論 に お い て は リ ク ー ル の 物 語 論 や 、 ラ カ ン の 鏡 像 段 階
論 や 象 徴 的 去 勢 の 理 論 が 援 用 さ れ て い て 、 た と え ば 「  （  『 舞 姫 』 に おい て ） 太 田 豊 太 郎 が 相 沢 と い う 分 身 を 媒 介 と し て 、 自 己 の 鏡 像 と して の エ リ ス を 間 接 的 に 葬 る こ と に よ っ て 、 象 徴 的 秩 序 と し て の 国家 に 復 帰 し て い こ う と し た よ う に 、  （  『 個 人 的 な 体 験 』 の ） 鳥

バ ー ド

も 自 己

の 鏡 像 で あ る 赤 ん 坊 の 〈 大 き す ぎ る 頭 〉 と 火 見 子 を 最 後 に 無 化 す るこ と に よ っ て 、 社 会 へ の 復 帰 を 遂 げ よ う と す る の で あ る 」 の よ う に 、あ る い は 一 九 六 七 年 に 発 表 さ れ た 『 万 延 元 年 の フ ッ ト ボ ー ル 』 を 明治 開 国 百 年 の 〈 一 九 六 八 年 〉 の 文 脈 に 置 い て 解 釈 し て い る よ う に 、そ う か 、 そ う 読 め る か 、 そ う 読 む の か と 、 追 思 考 に 誘 わ れ る 箇 所 も随 所 に あ っ た 。
　

あ る い は 村 上 春 樹 『 ノ ル ウ エ イ の 森 』 は 、  『 豊 穣 の 海 』 の パ ロ デ ィ
と し て 読 ま れ て い る 。 す で に 『 羊 を め ぐ る 冒 険 』 三 部 作 に お い て 三島 由 紀 夫 自 害 の 〈 一 九 七 〇 年 〉 が 時 代 の 転 換 点 と し て 大 き な 意 味 を持 っ て い る こ と が 示 唆 さ れ て い る が 、  『 ノ ル ウ エ イ の 森 』 は 一 九 六 九年 を 主 な 時 間 軸 と し な が ら 、 そ れ が 二 〇 年 後 の 一 九 八 九 年 の 地 点 から 回 想 さ れ 語 り 直 さ れ て い て 、 時 間 を 越 境 さ せ つ つ 、 そ こ が 自 閉 への 転 換 の 起 点 で あ っ た こ と が 暗 示 さ れ る と い う 。 タ イ ト ル 『 ノ ルウ エ イ の 森 』 が ビ ー ト ル ズ の 曲 の 題

“
N
or

w
e
gi

a
n 

W
o
o
d”

に 由 来 し 、

こ の 日 本 語 版 の 誤 訳 か ら 、  「

N
or

w
a
y

」 は 語 源 的 に は 「 北 方 の 道 」 を
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意
味
す
る
が
、
そ
こ
に
は
「N

o w
ay

」
つ
ま
り
「
行
き
場
が
な
い
」
と
い
う

自
閉
の
含
意
が
あ
る
の
だ
、
等
々
。
ち
ょ
っ
と
「
ト
リ
ビ
ア
の
泉
」
風
に
な
る

け
れ
ど
、バ
ウ
エ
ル
ジ
ー
マ
と
い
う
ド
イ
ツ
の
若
手
劇
作
家
の
戯
曲
、イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
自
殺
相
手
を
募
る
若
い
男
女
を
扱
っ
た“N

orw
ay today”

も
想
起

さ
れ
た
り
…
。
村
上
春
樹
に
関
し
て
は
こ
の
論
だ
け
と
い
う
こ
と
も
が
あ
っ
て
、

も
う
少
し
論
の
隙
間
を
埋
め
て
ほ
し
い
思
い
も
多
少
あ
る
の
だ
が
、
柴
田
氏
に

と
っ
て
七
才
年
長
の
村
上
春
樹
に
関
し
て
は
、
今
後
さ
ら
に
考
察
を
展
開
し
て

い
か
れ
る
予
定
な
の
だ
ろ
う
な
と
拝
察
し
て
い
る
。

　

門
外
漢
の
的
外
れ
の
書
評
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
ご
寛
恕
い

た
だ
い
て
、
と
も
あ
れ
ド
イ
ツ
語
圏
の
、
し
か
も
舞
台
・
表
象
文
化
が
専
門
の

身
の
私
に
も
た
く
さ
ん
の
刺
激
を
与
え
て
頂
い
た
事
に
感
謝
し
つ
つ
、
こ
れ
で

筆
を  

擱
か
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

（
谷
川
道
子
）
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荒
こ
の
み

『
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
文
学　
　
　
　
　

 
―

「
ニ
グ
ロ
の
イ
デ
ィ
オ
ム
」
と
想
像
力 ―

』

東
京
大
学
出
版
会　
二
〇
〇
四
年

　

少
な
く
と
も
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
以
外
に
住
む
地
球
民
に
と
っ
て
ア
メ
リ
カ
が
、

も
は
や
ホ
ワ
イ
ト
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
ア
メ
リ
カ
で
は
な
い
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。

メ
デ
ィ
ア
に
溢
れ
る
「
カ
ラ
ー
」
た
ち
の
パ
ワ
フ
ル
な
煌
き
に
わ
れ
わ
れ
の
目

は
も
う
十
分
す
ぎ
る
ほ
ど
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
し
、
し
か
も
喜
ば
し
い
こ
と
に
、

彼
ら
に
対
す
る
生
理
的
な
違
和
感
な
ど
と
う
の
昔
か
ら
磨
耗
し
は
じ
め
て
い
る
。

し
か
し
、
地
球
化
の
大
波
が
も
た
ら
そ
う
と
す
る
そ
う
し
た
感
覚
の
変
容
を
傍

で
裏
切
る
か
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
で
は
今
な
お
偏
見
と
差
別
が
さ
ま
ざ
ま
な

形
で
再
生
産
さ
れ
、
と
も
す
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
が
国
是
と
し
て
掲
げ
る
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
の
前
提
さ
え
根
本
か
ら
葬
り
去
り
か
ね
な
い
状
況
に
あ
る
。

　

荒
こ
の
み
の
新
著
『
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
文
学
』
は
、
ア
メ
リ
カ
社

会
の
根
源
に
拭
い
が
た
く
刻
ま
れ
た
「
傷
」
で
あ
り
病
弊
で
あ
る
「
人
種
」
の

問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
文
学
が
生
ん
だ
最
大
の
作
家
の
一
人
ラ

ル
フ
・
エ
リ
ス
ン
の
『
み
え
な
い
人
間
』
を
中
心
を
す
え
、
作
品
の
誕
生
に
関

わ
る
前
史
か
ら
同
時
代
の
文
化
、
そ
し
て
現
代
の
状
況
ま
で
も
射
程
に
収
め
つ

つ
、
網
羅
的
に
記
述
し
た
労
作
で
あ
る
。
本
書
の
め
ざ
す
と
こ
ろ
は
そ
の
魅
力

的
な
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
「『
ニ
グ
ロ
の
イ
デ
ィ
オ
ム
』
と
想
像
力
」
の
解
析
に
あ

り
、
ま
た
、
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
は
、
か
つ
て
「
黒
人
文
学
」

と
総
称
さ
れ
た
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
作
家
の
文
学
を
、
ア
メ
リ
カ
文
学

史
、
ゆ
く
ゆ
く
は
英
語
文
学
史
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
有
機
的
か
つ
正
し
く
組
み

込
む
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
主
張
は
ま
さ
に
、「
ニ
グ
ロ
の
イ
デ
ィ
オ
ム
」
を
含

み
こ
ん
で
こ
そ
「
ア
メ
リ
カ
の
言
語
」
は
自
立
し
う
る
と
す
る
エ
リ
ス
ン
の
考

え
を
正
確
に
な
ぞ
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。

　
「
人
種
差
別
」
と
い
う
テ
ー
マ
は
そ
れ
自
体
す
こ
ぶ
る
古
典
的
で
あ
る
。
だ
が
、

古
典
的
で
あ
る
か
ら
こ
そ
逆
に
そ
の
根
に
ひ
そ
む
問
題
性
は
は
か
り
知
れ
な
い

広
が
り
を
孕
ん
で
い
る
。
世
界
中
の
あ
ら
ゆ
る
場
所
で「
混
血（
ア
マ
ル
ガ
メ
ー

シ
ョ
ン
）」
が
進
行
し
つ
つ
あ
る
地
球
化
時
代
と
い
う
文
脈
の
も
と
で
は
、
と

り
わ
け
強
力
な
問
題
提
起
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
本
書
を
と
お
し
て
読
者
が

ま
ず
驚
か
さ
れ
る
の
は
、
す
で
に
死
語
と
思
わ
れ
て
い
た
「
レ
イ
ス
・
リ
タ
ラ

チ
ュ
ア
」、「
ニ
グ
ロ
・
リ
タ
ラ
チ
ュ
ア
」
が
、
ア
メ
リ
カ
文
学
の
本
流
と
は
本

来
的
に
異
質
な
も
の
と
し
て
今
な
お
特
殊
扱
い
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ

る
。
人
間
の
人
間
ら
し
さ
を
め
ぐ
る
限
り
な
く
自
由
な
言
説
の
器
で
あ
る
は
ず

の
「
文
学
」
に
お
い
て
さ
え
、
人
種
の
問
題
が
こ
の
よ
う
に
、
あ
た
か
も
自
明

の
こ
と
の
よ
う
に
テ
ー
マ
の
中
心
に
せ
り
出
し
て
く
る
あ
た
り
が
、
ア
メ
リ
カ

社
会
が
抱
え
も
つ
底
知
れ
な
い
闇
の
深
さ
な
の
だ
ろ
う
。

　
「
オ
プ
テ
ィ
ッ
ク・ホ
ワ
イ
ト
」「
カ
ラ
ー
ラ
イ
ン
」「
リ
リ
ー
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
」

…
そ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
文
学
に
お
い
て
一
際
輝
か
し
い
希
望
を
託
さ
れ
た
エ
リ

ス
ン
の
文
学
だ
が
、
著
者
が
そ
の
解
読
の
た
め
に
提
示
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
や
分

析
格
子
は
、
こ
と
が
皮
膚
の
色
に
関
わ
る
だ
け
に
化
粧
品
の
コ
ピ
ー
か
と
見
紛

う
ほ
ど
眩
く
、読
者
の
興
味
を
離
さ
な
い
。
そ
れ
ら
は
、エ
リ
ス
ン
の
い
う
「
イ

デ
ィ
オ
ム
」
の
概
念
に
必
ず
し
も
当
て
は
ま
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ

が
多
様
な
屈
折
を
は
ら
み
、
両
義
的
で
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
伝
え
て
い
る
。
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た
と
え
ば
、「
オ
プ
テ
ィ
ッ
ク
・
ホ
ワ
イ
ト
」̶

̶

。『
見
え
な
い
人
間
』
の
主

人
公
が
一
時
的
に
職
を
も
と
め
る
リ
バ
テ
ィ
・
ペ
ン
キ
会
社
が
開
発
し
た
塗
料

に
は
、
十
滴
の
黒
い
液
体
が
含
ま
れ
、
そ
れ
が
ホ
ワ
イ
ト
を
ホ
ワ
イ
ト
以
上
に

輝
か
し
い
も
の
に
す
る
と
い
う
。
科
学
的
に
も
立
証
で
き
そ
う
な
こ
の
架
空
の

塗
料
が
、
ア
メ
リ
カ
社
会
で
果
た
し
う
る
意
味
作
用
は
ご
く
一
般
の
読
者
に
も

お
お
か
た
想
像
が
い
く
。
著
者
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
そ
れ
こ
そ
は
ま
さ
に
「
ア

メ
リ
カ
社
会
に
お
け
る
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
存
在
証
明
の
比
喩
」
な

の
だ
。

　

し
か
し
、
そ
れ
ら
の
イ
メ
ー
ジ
に
対
峙
し
、
あ
る
い
は
背
中
合
わ
せ
に
あ
る

別
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
分
析
格
子
が
あ
る
。「
カ
ラ
ー
フ
ォ
ビ
ア
」「
白
い
恐
怖
」「
黒

い
恐
怖
」
…
思
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
社
会
に
は
び
こ
る
人
種
差
別
に
通
底
し
て
い

る
の
は
、「
名
は
体
を
現
す
」
と
い
う
ド
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
認
識
の
あ
り
方
そ

の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
地
球
上
に
存
在
す
る
す
べ
て
の
差
別
問
題
の
根
源

に
潜
む
病
弊
で
も
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
い
て
名
と
は
、
身
体
の
表
層
な

い
し「
カ
ラ
ー(color)

」で
あ
り
、体
と
は
本
質
す
な
わ
ち「
ブ
ラ
ッ
ド(blood)

」)

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
人
種
差
別
問
題
の
も
う
一
方
の
極
に
あ
る
ユ
ダ
ヤ

人
差
別
と
比
べ
る
と
き
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
そ
れ
が
、
い
か
に
特
異
な
も
の

か
が
理
解
さ
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
よ
り
は
る
か
に
長
い
迫
害
と
差
別
の
歴
史
を
抱

え
も
つ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
、
可
視
的
な
も
の
と
不
可
視
的
な
も
の
の
同
一
化
が
こ

れ
ほ
ど
あ
ら
わ
に
先
鋭
化
し
た
事
例
は
、
少
な
く
と
も
近
代
以
降
は
見
ら
れ
な

い
。
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
人
迫
害
で
も
、
ロ
シ
ア
東
欧
圏
に
み
ら

れ
た
ポ
グ
ロ
ム
で
も
、
身
体
的
表
層
の
あ
る
特
色
が
差
別
意
識
の
原
点
と
な
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
ア
メ
リ
カ
の
人
種
差
別
が
い
か
に
原
始
的

な
価
値
観
を
基
盤
と
し
て
い
る
か
が
察
せ
ら
れ
る
が
、
し
か
し
、
か
り
に
原
始

的
と
い
っ
て
も
、
所
詮
は
、
西
欧
（
な
い
し
白
人
種
）
の
伝
統
に
つ
ら
な
る
美

醜
や
善
悪
の
観
念
、
さ
ら
に
は
価
値
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
に
立
脚
し
た
差
異
化
の
本

能
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
現
実
を
ま
す
ま
す
厄
介
な
も
の
に
し
て
い
る
の

が
、
差
別
す
る
側
に
も
差
別
さ
れ
る
側
に
も
ひ
と
し
く
存
在
す
る
「
恐
怖
」
で

あ
り
、あ
る
い
は
ま
た
そ
れ
と
は
逆
に
ル
ネ・ジ
ラ
ー
ル
の
い
う
「
模
倣
の
欲
望
」

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
書
く
と
、
人
種
差
別
の
根
深
さ
、
悲
劇
性
は
ま
す
ま
す

救
い
が
な
く
、
問
題
の
解
決
を
望
む
こ
と
さ
え
無
意
味
で
、
も
は
や
、
問
題
の

所
在
そ
の
も
の
に
対
す
る
果
て
し
な
い
馴
化
の
道
の
り
で
し
か
な
い
の
は
な
い

か
と
さ
え
思
え
て
く
る
ほ
ど
な
の
だ
。

　

著
者
は
、
そ
う
し
た
悪
し
き
循
環
を
克
服
し
、
真
の
意
味
で
の
「
自
立
」
を

な
し
と
げ
た
作
家
が
エ
リ
ス
ン
で
あ
る
と
述
べ
、
エ
リ
ス
ン
を
し
て
真
の
自
立

を
可
能
な
ら
し
め
た
強
靭
な
精
神
力
の
陰
に
、
ラ
ル
フ
・
エ
マ
ソ
ン
が
唱
え
た

個
人
主
義
の
理
念
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
で
は
、
エ
マ
ソ
ン
の
い
う
個

人
主
義
と
は
何
か
。
著
者
の
説
明
に
し
た
が
っ
て
述
べ
る
な
ら
、
そ
れ
は
ま
さ

に
「
透
明
な
る
眼
球
」
で
あ
り
、
そ
の
曇
り
な
い
プ
リ
ズ
ム
を
通
し
て
世
界
と

無
媒
介
に
接
し
、
神
と
交
感
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

の
原
点
は
ま
さ
に
こ
こ
に
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
精
神
に
裏
う
ち
さ
れ
た
こ

の
個
人
主
義
を
介
し
て
、
エ
マ
ソ
ン
哲
学
の
「
自
己
信
頼
」
と
い
う
理
念
が
生

ま
れ
て
く
る
と
い
う
。

　

こ
う
し
て
著
者
は
、
エ
リ
ス
ン
の
作
家
と
し
て
の
自
立
の
道
を
、
主
と
し
て

三
人
の
先
達
す
な
わ
ち
作
家
の
ラ
イ
ト
と
ス
カ
イ
ラ
ー
、
そ
し
て
黒
人
指
導
者

デ
ュ
ボ
イ
ス
ら
と
の
比
較
の
な
か
か
ら
浮
彫
に
し
て
い
く
。

　

マ
ル
ク
ス
主
義
に
傾
倒
し
、
つ
ね
に
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
立
場
に
身
を
置
こ
う
と

し
た
ラ
イ
ト
と
う
ら
は
ら
に
、
独
立
独
歩
を
守
ろ
う
と
す
る
エ
リ
ス
ン
の
文
学
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に
は
、
あ
く
ま
で
個
人
と
し
て
の
立
場
に
立
脚
し
た
「
自
己
信
頼
」
の
精
神
が

息
づ
い
て
い
た
と
い
う
。
ス
カ
イ
ラ
ー
の
近
未
来
小
説『
ブ
ラ
ッ
ク・ノ
ー
モ
ア
』

は
、黒
人
研
究
者
が
開
発
し
た
「
白
化
」
装
置
が
、人
々
の
ホ
ワ
イ
ト
と
ブ
ラ
ッ

ク
の
観
念
を
め
ぐ
っ
て
皮
肉
な
逆
転
を
引
き
起
こ
す
プ
ロ
セ
ス
を
描
き
出
し
て

い
る
が
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
テ
ー
マ
は
、
著
者
の
言
葉
を
借
り
れ

ば
、「《
白
い
肌
》
と
い
う
表
面
的
な
《
可
視
性
》
を
追
求
し
た
結
果
、
精
神
と

い
う
《
不
可
視
性
》
の
領
域
を
侵
食
し
破
壊
し
て
し
ま
う
悲
劇
」
で
あ
る
。
ま

た
、「
黒
人
の
文
化
こ
そ
が
ア
メ
リ
カ
の
文
化
で
あ
る
」
と
し
、そ
こ
に
潜
む
「
頑

健
な
力
」
に
ア
メ
リ
カ
ン
・
ア
フ
リ
カ
ン
の
希
望
を
み
た
デ
ュ
ボ
イ
ス
の
思
想

は
、
カ
ラ
ー
ラ
イ
ン
を
突
き
ぬ
け
、
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
「
二
重
性
」

の
是
認
か
ら
そ
れ
ら
の
融
合
へ
と
向
け
て
た
く
ま
し
く
進
む
エ
リ
ス
ン
の
「
自

立
」
と
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
の
精
神
を
根
底
か
ら
支
え
る
柱
の
一
つ
で
あ
る
。

　

著
者
に
よ
れ
ば
、
エ
リ
ス
ン
の
『
見
え
な
い
人
間
』
と
は
ま
さ
に
「
自
立
」

の
物
語
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
見
え
な
い
人
間
」
と
は
他
か
ら
そ
れ
と
し
て

認
知
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
人
間
を
意
味
す
る
。
理
想
の
な
か
に
育
ち
、
理
想
を

自
明
の
理
と
し
た
一
人
の
黒
人
大
学
生
が
、
あ
る
時
、
資
金
援
助
者
で
あ
る
白

人
理
事
を
ス
ラ
ム
街
に
案
内
し
た
こ
と
か
ら
放
校
処
分
と
な
る
。
放
浪
と
遍
歴

の
あ
げ
く
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
流
れ
つ
い
た
彼
は
、
ビ
ル
街
の
地
下
に
閉
じ
こ
も

り
、
一
三
六
九
個
の
電
球
の
煌
々
た
る
光
の
世
界
に
つ
か
の
ま
の
自
足
を
求
め

る
。
彼
は
そ
こ
で
は
じ
め
て
、
自
分
が
じ
つ
は
外
部
の
世
界
す
な
わ
ち
ア
メ
リ

カ
社
会
に
対
し
て
ま
っ
た
く
不
可
視
の
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
を
悟
る
。
不
可
視

の
立
場
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
自
立
し
た
他
者
と
し
て
自
分
が
見
ら
れ
て

い
な
い
こ
と
に
気
づ
か
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
人
間
が
自
分
に
対
し
て

抱
く
像
と
、
世
界
が
彼
（
な
い
し
彼
女
）
に
つ
い
て
描
い
て
い
る
像
の
、
あ
る

い
は
自
分
が
描
く
世
界
の
像
と
世
界
自
身
の
像
と
の
決
定
的
な
断
絶̶

̶

。
こ

れ
に
類
し
た
危
機
は
、
け
っ
し
て
主
人
公
一
人
の
も
の
で
は
な
い
し
、
現
に
わ

れ
わ
れ
の
日
常
生
活
で
も
大
い
に
起
こ
り
う
る
事
態
だ
が
、
小
説
の
舞
台
が
、

ア
メ
リ
カ
と
い
う
ま
さ
に
他
者
の
差
異
化
に
極
度
に
意
識
的
な
社
会
で
あ
る
だ

け
に
こ
と
は
恐
ろ
し
く
悲
劇
的
で
あ
る
。

　

本
書
を
と
お
し
て
私
が
と
く
に
興
味
を
そ
そ
ら
れ
た
の
は
「
パ
ッ
シ
ン
グ
」

を
扱
っ
た
章
だ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
こ
そ
は
、
地
球
化
の
な
か
で
「
多
民

族
国
家
」
へ
と
変
容
し
つ
つ
あ
る
日
本
の
将
来
に
大
き
く
浮
上
し
か
ね
な
い
矛

盾
そ
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。「
パ
ッ
シ
ン
グ
」
の
原
義
は
「
通
行
、
通
過
」
で

あ
り
、
言
い
換
え
る
な
ら
、
ホ
ワ
イ
ト
と
ブ
ラ
ッ
ク
の
間
の
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ

ル
に
お
け
る
「
越
境
」
を
含
意
す
る
。
あ
る
い
は
「
人
種
混
交
（
ア
マ
ル
ガ
メ
ー

シ
ョ
ン
）」
の
結
果
と
し
て
生
ま
れ
て
く
る
中
間
色
の
問
題
で
も
あ
る
。
著
者

は
、こ
の
「
越
境
」
か
ら
生
じ
る
さ
ま
ざ
ま
な
現
実
を
紹
介
し
、「
仮
面
を
被
る
」

こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
人
々
の
ト
ラ
ジ
コ
メ
デ
ィ
を
紹
介
す
る
。
ア
メ
リ
カ

の
矛
盾
が
も
っ
と
も
典
型
的
に
露
出
す
る
シ
ー
ン
と
い
っ
て
も
よ
い
。

　

で
は
、
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
に
ど
の
よ
う
な
未
来
が
あ
り
、
ど
の
よ

う
な
希
望
が
文
学
に
お
い
て
表
明
さ
れ
て
い
る
の
か
。
エ
リ
ス
ン
は
、
時
代
と

と
も
に
流
動
化
し
は
じ
め
る
社
会
の
現
実
を
踏
ま
え
、
さ
ら
に
は
差
別
と
逆
差

別
が
紙
一
重
で
互
い
に
か
ら
み
あ
う
状
況
を
に
ら
み
つ
つ
、
と
も
す
れ
ば
被
差

別
の
意
識
が
一
方
的
な
独
善
化
へ
と
向
か
い
か
ね
な
い
状
況
を
憂
慮
す
る
。
エ

リ
ス
ン
は
こ
こ
で
、
白
人
の
文
化
を
「
他
者
」
の
文
化
と
し
て
切
り
離
す
こ
と

の
危
険
性
を
説
き
、
黒
人
の
「
自
立
」
や
「
自
己
信
頼
」
が
け
っ
し
て
自
己

充
足
的
な
も
の
と
な
ら
ず
に
、「
競
い
合
う
相
互
作
用
」
と
し
て
つ
ね
に
機
能

し
つ
づ
け
る
こ
と
に
未
来
の
希
望
を
見
る
。
そ
れ
こ
そ
は
、
エ
マ
ソ
ン
が
予
言



174

書評

的
に
提
示
し
た
「
個
人
主
義
」
の
理
想
に
他
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
著

者
は
、
現
に
成
熟
し
た
個
人
が
文
学
と
し
て
自
立
を
獲
得
し
つ
つ
あ
る
例
と
し

て
、
ジ
ャ
メ
イ
カ
・
キ
ン
ケ
イ
ド
や
デ
レ
ッ
ク
・
ウ
ォ
ル
コ
ッ
ト
ら
の
名
を
挙
げ
、

ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
文
学
の
未
来
は
け
っ
し
て
暗
く
は
な
い
と
主
張
す

る
の
で
あ
る
。

　

冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
書
は
、
ア
メ
リ
カ
文
学
史
に
お
け
る
ア
フ
リ
カ

ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
作
家
の
位
置
づ
け
と
い
う
野
心
的
な
意
図
の
も
と
に
書
か
れ

て
い
る
。
た
ん
に
文
学
に
限
ら
ず
、
人
種
問
題
と
い
う
ア
メ
リ
カ
の
根
深
い
悲

劇
を
歴
史
的
な
視
点
か
ら
も
丹
念
に
描
き
込
ん
で
お
り
、
興
味
の
つ
き
な
い
読

み
物
と
な
っ
て
い
る
。
ご
く
わ
ず
か
不
満
が
残
る
と
す
れ
ば
（
こ
れ
は
も
う
な

い
も
の
ね
だ
り
を
い
う
に
等
し
い
が
）、
著
者
が
主
な
考
察
の
対
象
と
し
た
『
見

え
な
い
人
間
』
の
分
析
が
、
お
お
む
ね
、
イ
メ
ー
ジ
分
析
に
留
ま
っ
て
い
る
こ

と
だ
ろ
う
。
作
家
エ
リ
ス
ン
の
資
質
が
群
を
ぬ
き
、『
見
え
な
い
人
間
』
が
た
い

へ
ん
な
傑
作
で
あ
る
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
本
書
で
も
作
品
の

も
つ
内
在
的
な
特
質
に
つ
い
て
は
十
分
に
筆
が
尽
く
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
私

見
に
よ
れ
ば
、
人
間
と
し
て
の
エ
リ
ス
ン
、
さ
ら
に
は
作
家
と
し
て
の
彼
の
特

質
と
は
、
ラ
イ
ト
流
の
政
治
参
加
を
拒
む
と
こ
ろ
に
む
し
ろ
「
自
立
」
の
可
能

性
を
見
出
し
た
点
に
あ
っ
た
。
言
い
換
え
る
な
ら
、
た
ん
な
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

の
構
築
物
へ
と
貶
め
る
こ
と
の
な
い
物
語
を
作
り
出
す
そ
の
巧
み
さ
に
あ
り
、

あ
る
い
は
そ
の
前
衛
性
に
あ
っ
た
。
ス
ト
ウ
夫
人
以
来
、
ア
メ
リ
カ
文
学
で
扱

わ
れ
る
人
種
問
題
の
テ
ー
マ
は
ほ
ぼ
例
外
な
く
リ
ア
リ
ズ
ム
の
伝
統
と
結
び
つ

き
、
そ
れ
は
時
に
メ
ロ
ド
ラ
マ
と
な
り
、
そ
し
て
往
々
に
し
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

小
説
と
化
し
て
き
た
。
ス
カ
イ
ラ
ー
の
『
ブ
ラ
ッ
ク
・
ノ
ー
モ
ア
』
に
し
て
も

お
そ
ら
く
例
外
で
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
、
エ
リ
ス
ン
の
新
し
さ
は
そ
う
し
た

伝
統
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
排
し
、
前
衛
的
手
法
と
多
層
的
イ
メ
ー
ジ
を
と
お
し
て
、

問
題
の
本
質
に
、
よ
り
繊
細
に
、
よ
り
微
妙
に
ア
レ
ゴ
リ
カ
ル
に
迫
っ
て
み
せ

た
点
に
あ
る
。
人
間
エ
リ
ス
ン
で
も
、
思
想
家
エ
リ
ス
ン
で
も
な
く
、
作
家
エ

リ
ス
ン
の
文
学
の
真
の
「
自
立
」
は
、
ま
さ
に
そ
の
表
現
以
外
に
は
な
い
、
と

見
る
な
ら
、
文
体
か
ら
説
話
構
造
に
至
る
よ
り
具
体
的
な
分
析
が
あ
れ
ば
、
エ

リ
ス
ン
文
学
に
お
け
る
「
自
立
」
の
意
味
は
さ
ら
に
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
思
う
。

　

と
も
あ
れ
、
本
書
を
と
お
し
て
、
私
自
身
の
今
後
の
ロ
シ
ア
文
学
研
究
に
い

く
つ
か
の
重
要
な
ヒ
ン
ト
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
を
記
し
て
お
き
た
い
。
一
言
で

い
う
な
ら
、
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
文
学
が
抱
え
て
い
る
問
題
は
け
っ
し

て
も
は
や
ア
メ
リ
カ
的
現
象
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
旧
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
に
は
、

多
民
族
文
学
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
あ
り
、
そ
れ
を
果
た
し
て
ロ
シ
ア
文
学
と

み
な
す
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
と
い
っ
た
議
論
が
し
ば
し
ば
な
さ
れ
て
き

た
。
た
だ
し
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
他
民
族
文
学
に
お
い
て
「
オ
プ
テ
ィ
ッ
ク・

ホ
ワ
イ
ト
」
な
り
、「
パ
ッ
シ
ン
グ
」
な
り
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
示
さ
れ
る
差
別

の
問
題
が
前
景
化
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
の
屋
台

骨
で
あ
っ
た
「
民
族
友
好
」
と
い
う
大
義
名
分
が
、
そ
れ
を
許
さ
な
か
っ
た
と

い
う
特
殊
事
情
も
あ
る
が
、
理
由
は
お
そ
ら
く
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
ス
タ
ー

リ
ン
が
と
っ
た
縦
割
り
に
よ
る
民
族
分
断
政
策
が
「
功
を
奏
し
」
て
、
絶
対
的

な
相
互
依
存
の
原
理
と
相
互
不
干
渉
の
精
神
が
た
が
い
に
う
ま
く
噛
み
あ
っ
て

い
た
か
ら
と
見
て
い
い
。
た
だ
し
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
崩
壊
後
の
ロ
シ
ア
で
今
や
恐

る
べ
き
勢
い
で
民
族
差
別
が
跋
扈
し
つ
つ
あ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

　

ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
文
学
な
ら
ざ
る
ア
ジ
ア
ン
・
ロ
シ
ア
ン
文

学̶
̶

。
あ
る
い
は
、
ロ
シ
ア
に
お
け
る
そ
れ
こ
そ
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
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Review

ン
の
表
象
を
め
ぐ
っ
て
ひ
と
し
き
り
議
論
を
交
し
合
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し

れ
な
い
。
蛇
足
と
な
る
こ
と
を
恐
れ
ず
、
一
つ
だ
け
ヒ
ン
ト
を
提
示
し
て
お
こ

う
。
ス
タ
ー
リ
ン
に
よ
る
大
テ
ロ
ル
が
吹
き
荒
れ
た
一
九
三
〇
年
代
の
映
画
の

一
つ
に
、エ
イ
ゼ
ン
シ
テ
イ
ン
の
盟
友
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
フ
が
監
督
し
た
『
サ
ー

カ
ス
』
が
あ
る
。
黒
人
の
子
を
身
み
ご
も
っ
た
女
性
の
サ
ー
カ
ス
団
員
が
迫
害

さ
れ
、
乳
飲
み
子
の
赤
ん
坊
を
抱
え
た
ま
ま
ド
イ
ツ
に
亡
命
す
る
。
し
か
し
ド

イ
ツ
で
も
、
彼
女
に
よ
こ
し
ま
な
好
意
を
い
だ
く
ド
イ
ツ
人
興
行
主
か
ら
さ
ま

ざ
ま
な
脅
し
を
受
け
る
。
こ
う
し
て
彼
女
は
、
一
座
が
モ
ス
ク
ワ
公
演
中
に
ロ

シ
ア
人
の
サ
ー
カ
ス
団
員
と
恋
に
陥
り
、
二
人
は
め
で
た
く
結
ば
れ
る
…
。
紛

れ
も
な
い
国
策
映
画
で
あ
り
、
ス
ト
ー
リ
ー
も
ご
く
ご
く
紋
切
り
型
の
勧
善
懲

悪
劇
な
の
だ
が
、
ラ
ス
ト
に
近
い
シ
ー
ン
の
一
つ
で
サ
ー
カ
ス
場
に
つ
め
か
け

た
多
民
族
出
身
の
人
々
が
、
黒
い
肌
を
し
た
子
ど
も
を
そ
れ
ぞ
れ
に
両
腕
に
抱

え
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
の
未
来
を
明
る
く
歌
い
あ
げ
る
場
面
が
あ
る
。
私
自
身
、
か

ね
て
か
ら
こ
の
映
画
の
も
つ
象
徴
的
構
造
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
願
っ
て
き
た

が
、
本
書
『
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
文
学
』
に
使
用
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な

分
析
格
子
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
立
体
的
な
意
味
づ
け
が
可
能
と
な
る

か
も
し
れ
な
い
と
い
う
予
感
を
も
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
映
画
を
だ
れ
よ
り
も
愛
し
た
一
人
が
グ
ル
ジ
ア
生
ま
れ
で

「
オ
セ
チ
ア
の
幅
広
い
胸
を
も
つ
」（
マ
ン
デ
リ
シ
タ
ー
ム
）
独
裁
者
ス
タ
ー
リ

ン
だ
っ
た
。
か
つ
て
民
族
人
民
委
員
だ
っ
た
彼
は
、
だ
れ
よ
り
も
強
く
「
ロ
シ

ア
人
」
で
あ
り
た
い
と
い
う
願
望
を
抱
き
、
血
の
出
る
よ
う
な
「
パ
ッ
シ
ン
グ
」

の
努
力
を
経
て
、
ト
ッ
プ
に
成
り
上
が
っ
た
政
治
家
だ
っ
た
。
知
ら
れ
る
よ
う

に
、
そ
の
彼
は
、
終
戦
後
か
ら
最
晩
年
に
か
け
て
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
の
国
是
を
根

本
か
ら
突
き
崩
す
よ
う
な
一
連
の
施
策
に
血
道
を
あ
げ
た
。
す
な
わ
ち
特
定
の

民
族
の
強
制
移
住
や
徹
底
し
た
ユ
ダ
ヤ
人
弾
圧
（
医
師
団
事
件
）
で
あ
る
。
こ

の
狂
気
が
生
み
出
し
た
悲
劇
は
、
い
ま
だ
十
分
に
は
解
明
し
つ
く
さ
れ
て
い
な

い
。

　
「
建
前
」
が
「
本
音
」
に
膝
を
折
る
と
き
、
文
化
は
し
ば
し
ば
消
滅
の
道
に

向
か
う
。
改
め
て
い
う
が
、
著
者
が
本
書
で
投
げ
か
け
て
い
る
問
い
は
、
ア
メ

リ
カ
社
会
だ
け
に
限
ら
れ
た
問
題
で
は
な
く
、
空
前
の
「
ア
マ
ル
ガ
メ
ー
シ
ョ

ン
（
混
血
）」
へ
向
か
お
う
と
す
る
地
球
化
の
時
代
に
、
す
べ
て
の
地
域
、
す

べ
て
の
位
相
に
お
い
て
問
い
直
さ
れ
る
べ
き
火
急
の
テ
ー
マ
で
あ
る
。
も
ろ
ん
、

わ
れ
わ
れ
の
住
む
こ
の
「
島
国
」
も
け
っ
し
て
そ
の
例
外
と
し
て
甘
ん
じ
て
は

い
ら
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
お
そ
ら
く
は
私
た
ち
が
陥
り
つ
つ
あ
る
状
況
と
は
、

ま
さ
に
『
見
え
な
い
人
間
』
の
主
人
公
が
陥
っ
た
そ
れ
に
よ
く
似
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
文
明
と
円
の
恩
恵
に
あ
ず
か
り
、
平
穏
な
が
ら
も
奢
り
た
か
ぶ
っ
た

日
常
性
の
な
か
に
生
き
る
わ
れ
わ
れ
は
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
世
界
の
だ
れ
よ

り
も
「
見
え
な
い
人
間
」
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
亀
山
郁
夫
）
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『
僧
侶
の
雑
誌
（Л

ам
 нары

н сэтг үүл

）』
は
全
部
で
六
号
刊
行
さ
れ
た
と
言
わ
れ

て
い
る
。
そ
こ
で
詳
し
く
調
査
し
て
み
る
と
、
一
九
三
六
年
刊
の
第
三
号
、
第
四
号
、

さ
ら
に
一
九
三
七
年
刊
の
第
一
号
、
第
二
号
お
よ
び
第
五
号
、
第
六
号
が
見
つ
か
っ

た
。
一
九
三
六
年
刊
の
第
三
号
と
第
四
号
が
一
分
冊
、
一
九
三
七
年
刊
の
第
一
号

と
第
二
号
お
よ
び
第
五
号
と
第
六
号
が
一
分
冊
の
計
二
分
冊
で
あ
る
。
こ
の
二
分

冊
に
は
モ
ン
ゴ
ル
語
が
チ
ベ
ッ
ト
文
字
と
モ
ン
ゴ
ル
文
字
に
よ
っ
て
表
記
さ
れ
て

い
る
。
一
九
三
六
年
刊
の
第
一
分
冊
に
は
モ
ン
ゴ
ル
語
を
チ
ベ
ッ
ト
文
字
で
表
記

し
た
も
の
が
冒
頭
に
あ
り
、
一
九
三
七
年
刊
の
第
二
分
冊
に
は
モ
ン
ゴ
ル
文
字
で

表
記
し
た
テ
ー
マ
が
最
初
に
い
く
つ
か
並
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
当
時
の
僧
侶
た
ち

の
読
解
力
を
考
慮
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
一
九
三
五
〜
三
六
年
は
ラ
テ
ン
文
字

の
学
習
が
中
止
さ
れ
、
モ
ン
ゴ
ル
文
字
を
全
国
民
に
教
え
る
運
動
が
高
揚
し
た
年

で
あ
り
、
と
り
わ
け
男
性
の
全
人
口
の
四
割
近
く
を
占
め
て
い
た
僧
侶
へ
の
民
族

文
字
教
育
が
重
視
さ
れ
て
い
た
。
当
初
は
僧
侶
た
ち
の
自
発
的
な
意
志
に
ま
か
せ

る
政
策
に
基
づ
い
て
い
た
が
、
そ
の
後
は
郡
（
ソ
ム
）
の
役
所
、
ク
ラ
ブ
、
赤
い

部
屋
、
寺
院
な
ど
を
拠
点
に
設
置
さ
れ
た
文
字
学
習
サ
ー
ク
ル
に
僧
侶
を
組
織
的

に
入
れ
て
教
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
僧
侶
へ
の
民
族
文
字
教
育
に
当
初
は
正
規
の

文
字
教
官
を
当
て
て
い
た
が
、
そ
の
後
は
モ
ン
ゴ
ル
文
字
の
読
み
書
き
が
で
き
る

僧
侶
を
自
発
的
な
教
官
と
し
て
当
て
る
よ
う
に
し
た
。
一
九
三
五
〜
三
七
年
の
状

況
で
は
、
二
万
人
以
上
の
若
い
僧
侶
が
文
字
学
習
サ
ー
ク
ル
に
参
加
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
第
一
分
冊
の
目
的
は
、
チ
ベ
ッ
ト
文
字
は
す
べ
て
の
僧
侶
が
知
っ
て
い

る
の
で
、
チ
ベ
ッ
ト
文
字
で
表
記
さ
れ
た
モ
ン
ゴ
ル
語
を
ま
ず
読
ん
で
、
そ
れ
ら

を
文
字
学
習
中
の
僧
侶
た
ち
が
モ
ン
ゴ
ル
文
字
と
対
照
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る

よ
う
配
慮
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
一
九
三
七
年
の
第
二
分
冊
の
最
初
に
モ
ン
ゴ

ル
文
字
で
表
記
し
た
テ
ー
マ
が
い
く
つ
か
並
ん
で
い
る
の
は
、
多
く
の
寺
院
の
僧

侶
が
モ
ン
ゴ
ル
文
字
学
習
運
動
に
加
わ
り
、
そ
の
大
部
分
が
モ
ン
ゴ
ル
文
字
の
読

み
書
き
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
こ
の
よ
う
に
雑
誌
の
最
初
に
置
い

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
ア
マ
ル
バ
ヤ
ス
ガ
ラ
ン
ト
寺
院
の
一
九
三
七

年
の
統
計
に
、
モ
ン
ゴ
ル
文
字
の
読
み
書
き
が
で
き
る
者
一
八
名
、
モ
ン
ゴ
ル
文

字
を
学
習
中
の
者
一
二
〇
名
と
あ
る
の
は
、
寺
院
が
文
字
の
学
習
を
活
発
に
行
っ

て
い
た
証
拠
で
あ
る
。
宗
務
統
括
機
関
第
九
回
会
議
の
決
議
の
中
で
は
、「
宗
務
の

一
角
を
に
な
う
わ
れ
わ
れ
僧
侶
は
、
も
と
も
と
モ
ン
ゴ
ル
人
で
あ
る
こ
と
を
け
っ

し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
ら
の
民
族
と
国
家
お
よ
び
人
民
の
民

族
文
化
の
向
上
に
心
を
く
だ
き
助
け
合
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
る
。

そ
も
そ
も
モ
ン
ゴ
ル
文
字
を
学
習
す
る
こ
と
は
、
モ
ン
ゴ
ル
人
民
の
文
化
の
向
上

と
独
立
国
家
の
さ
ら
な
る
強
化
に
と
っ
て
、
も
っ
と
も
重
要
な
条
件
に
ほ
か
な
ら

な
い
」¹
と
明
確
に
指
示
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
僧
侶
へ
の
文
字
教
育
を
め
ぐ
っ

て
『
僧
侶
の
雑
誌
』
刊
行
に
は
ど
の
よ
う
な
時
代
的
要
請
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

一
九
二
八
年
か
ら
、
わ
が
国
の
市
場
か
ら
外
国
資
本
を
強
制
的
に
排
除
し
、
富

モ
ン
ゴ
ル
人
の
使
用
し
て
き
た
文
字
の
研
究
の
諸
問
題 

│ 

『
僧
侶
の
雑
誌
』
に
つ
い
て

ロ
ブ
サ
ン
ジ
ャ
ビ
ー
ン
・
チ
ョ
ロ
ー
ン
バ
ー
タ
ル　
／(

訳)

岡
田
和
行

寄稿
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裕
経
営
を
制
限
し
、
旧
封
建
諸
侯
や
大
規
模
経
営
を
経
済
的
・
政
治
的
に
排
撃
す

る
階
級
政
策
が
遂
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
頃
、
モ
ン
ゴ
ル
に
は
外
国
商

館
が
一
〇
八
〇
以
上
存
在
し
、
そ
の
内
の
八
〇
〇
以
上
が
中
国
商
館
、
残
り
が
ロ

シ
ア
、ド
イ
ツ
、イ
タ
リ
ア
、フ
ラ
ン
ス
、イ
ギ
リ
ス
、ア
メ
リ
カ
、日
本
、デ
ン
マ
ー

ク
、
イ
ン
ド
な
ど
多
く
の
国
々
の
商
館
で
あ
っ
た
。
ま
た
畜
群
の
大
部
分
は
富
裕

経
営
や
寺
院
経
営
（
ジ
ャ
ス
）
の
支
配
下
に
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
暴
力
的
な
政

策
は
、
モ
ン
ゴ
ル
の
特
殊
な
条
件
に
合
致
し
な
か
っ
た
の
で
、
人
民
の
蜂
起
や
抵

抗
を
ま
ね
き
、
数
千
世
帯
が
国
境
を
越
え
、
モ
ン
ゴ
ル
人
民
革
命
党
と
人
民
政
府

の
威
信
は
失
墜
し
、
内
戦
勃
発
の
危
機
が
迫
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
ソ
ビ
エ
ト=

ロ
シ
ア
に
よ
る
指
導
的
手
法
、
す
な
わ
ち
彼
ら
の
モ
ン
ゴ
ル
に
お
け
る
活
動
を
一

時
中
断
し
、
モ
ン
ゴ
ル
を
モ
ン
ゴ
ル
人
の
手
に
よ
っ
て
指
導
す
る
可
能
性
が
開
か

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。²

　

僧
侶
の
階
級
を
分
断
す
る
党
の
政
策
を
歪
曲
し
、
す
べ
て
の
僧
侶
を
等
し
く
攻

撃
し
た
左
翼
偏
向
主
義
者
の
あ
や
ま
ち
を
是
正
し
、
僧
侶
を
人
民
の
側
に
引
き
入

れ
る
政
策
を
遂
行
す
る
た
め
に
闘
っ
た
。
左
翼
偏
向
期
に
中
級
僧
侶
が
反
革
命
陰

謀
に
様
々
な
形
で
関
与
す
る
逸
脱
が
現
れ
て
い
た
の
を
監
査
し
、
反
革
命
陰
謀
に

関
与
し
な
か
っ
た
者
を
釈
放
し
復
権
さ
せ
た
。
ま
た
還
俗
し
た
僧
侶
に
は
選
挙
権

を
付
与
し
た
。

　

僧
侶
の
強
制
的
な
還
俗
を
中
止
さ
せ
、
強
制
的
に
還
俗
さ
せ
ら
れ
た
僧
侶
が
も

し
も
望
む
な
ら
ば
、
ふ
た
た
び
僧
侶
に
な
る
こ
と
を
認
め
た
。
一
九
三
二
〜
三
四

年
に
は
二
万
七
〇
〇
〇
人
以
上
が
ふ
た
た
び
僧
侶
と
な
っ
た
。³

　

寺
院
の
強
制
的
な
閉
鎖
、
不
法
な
捜
索
、
法
会
に
対
す
る
不
当
な
干
渉
を
禁
じ
た
。

寺
院
が
自
身
の
ジ
ャ
ス
に
対
し
て
全
権
を
持
つ
こ
と
を
過
度
に
否
定
し
て
い
た
こ

と
も
是
正
し
た
。⁴

　

一
九
三
二
〜
三
六
年
、
大
小
の
寺
院
が
八
四
〇
以
上
あ
り 

⁵
、
そ
こ
に
約
九
万

人
の
僧
侶
が
い
た
。
そ
の
内
の
約
一
万
八
〇
〇
〇
人
が
就
学
年
齢
に
達
し
た
児

童
で
あ
っ
た
。⁶
平
均
す
る
と
一
つ
の
寺
院
に
約
九
〇
〇
人
、
僧
侶
一
人
に
つ
き

一
〇
人
、
三
世
帯
の
人
口
が
該
当
し
て
い
た
こ
と
を
見
て
も
、
仏
教
が
絶
大
な
影

響
力
を
持
っ
て
存
在
し
つ
づ
け
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
僧
侶
た
ち
は
年

平
均
三
一
〇
〇
万
ト
ゥ
グ
リ
ク
の
財
産
を
消
費
し
て
い
た
が
、
こ
れ
は
当
時
の
人

民
学
校
の
年
間
支
出
の
一
六
倍
も
あ
っ
た
。⁷
し
た
が
っ
て
、
政
府
は
僧
侶
た
ち

を
で
き
る
か
ぎ
り
啓
蒙
教
化
し
て
還
俗
さ
せ
、
国
家
に
必
要
な
労
働
に
従
事
す
る

よ
う
望
ん
で
い
た
。

　

一
九
三
六
年
だ
け
で
も
牧
畜
、
工
業
、
運
輸
、
商
業
の
労
働
に
一
万
人
以
上
の

僧
侶
が
従
事
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。⁸

　

社
会
的
利
益
の
あ
る
労
働
に
従
事
す
る
こ
と
に
興
味
を
持
っ
た
下
級
僧
侶
に
対

し
て
、
国
家
か
ら
様
々
な
援
助
が
与
え
ら
れ
、
す
べ
て
の
種
類
の
税
金
を
軽
減
あ

る
い
は
免
除
す
る
方
策
が
と
ら
れ
た
。
一
九
三
六
年
、
経
済
部
門
に
進
出
す
る

下
級
僧
侶
の
た
め
に
、
国
家
か
ら
五
〇
万
ト
ゥ
グ
リ
ク
の
貸
付
用
基
金
が
供
出

さ
れ
た
。
同
じ
く
一
九
三
六
年
、
農
牧
業
に
従
事
す
る
二
〇
〇
人
以
上
の
僧
侶
に

一
一
万
四
〇
〇
〇
ト
ゥ
グ
リ
ク
が
貸
与
さ
れ
た
。⁹

　

僧
侶
を
社
会
的
利
益
の
あ
る
労
働
に
従
事
さ
せ
る
た
め
の
重
要
な
一
つ
の
形
式

は
、
下
級
僧
侶
に
よ
る
協
同
組
合
（
ア
ル
テ
リ
）
で
あ
っ
た
。

　

モ
ン
ゴ
ル
人
民
革
命
党
・
政
府
は
、
下
級
僧
侶
を
工
業
や
集
団
経
営
に
従
事
さ

せ
る
活
動
を
一
九
三
五
年
か
ら
試
験
的
に
行
な
っ
た
後
、
一
九
三
七
〜
三
八
年
に

僧
侶
の
中
で
広
範
な
運
動
を
組
織
し
た
。
一
九
三
八
年
、
貧
窮
僧
侶
の
手
工
業
協

同
組
合
（
ア
ル
テ
リ
）
が
一
二
〇
団
体
組
織
さ
れ
、
こ
れ
ら
に
五
〇
〇
〇
人
以
上

の
僧
侶
が
加
わ
っ
た
。¹⁰ ¹¹
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し
か
し
な
が
ら
、
国
際
情
勢
が
極
度
に
緊
迫
化
し
、
ソ
連
と
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
に

敵
対
す
る
日
独
伊
三
国
同
盟
が
結
成
さ
れ
、
第
二
次
世
界
大
戦
が
勃
発
し
た
条
件

下
で
、
ス
タ
ー
リ
ン
は
モ
ン
ゴ
ル
を
自
身
の
強
固
な
後
衛
と
す
る
政
策
を
迅
速
に

遂
行
し
は
じ
め
た
。
彼
は
党
と
国
家
の
主
要
な
指
導
者
で
あ
る
ア
ナ
ン
デ
ィ
ー
ン

（
ア
グ
ダ
ン
ボ
ー
ギ
ー
ン
）・
ア
マ
ル
、
ペ
ル
ジ
デ
ィ
ー
ン
・
ゲ
ン
デ
ン
、
ホ
ル
ロ
ー

ギ
ー
ン
・
チ
ョ
イ
バ
ル
サ
ン
ら
を
何
回
も
接
見
し
た
。
た
と
え
ば
、
首
相
の
ゲ
ン

デ
ン
を
五
回
、
ア
マ
ル
を
一
回
、
チ
ョ
イ
バ
ル
サ
ン
を
七
回
接
見
し
、
そ
の
際
に

聖
俗
封
建
諸
侯
や
僧
侶
の
残
党
を
一
掃
す
る
よ
う
要
求
し
つ
づ
け
て
い
た
。
こ
の

よ
う
な
要
求
に
対
し
て
、
ゲ
ン
デ
ン
と
ア
マ
ル
は
可
能
性
が
な
い
と
言
っ
て
受
け

入
れ
な
か
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
様
々
な
形
で
反
対
し
て
い
た
。
ス
タ
ー
リ
ン
が

僧
侶
は
階
級
の
敵
だ
と
言
っ
て
一
掃
す
る
よ
う
要
求
し
た
時
、
ゲ
ン
デ
ン
は
「
わ

が
国
は
人
口
が
少
な
い
の
で
、
僧
侶
は
還
俗
さ
せ
て
労
働
に
従
事
さ
せ
る
」¹²
と

反
対
し
た
。
ま
た
ゲ
ン
デ
ン
は
「
…
…
わ
が
国
の
対
外
情
勢
が
予
断
を
許
さ
な

い
時
に
、
僧
侶
問
題
を
先
鋭
化
し
、
彼
ら
と
闘
お
う
と
す
る
者
は
反
革
命
的
で
あ

る
」¹³
と
言
っ
て
、僧
侶
を
擁
護
す
る
側
に
一
貫
し
て
立
っ
て
い
た
。
な
ぜ
ス
タ
ー

リ
ン
が
こ
の
よ
う
に
僧
侶
を
階
級
の
敵
と
し
て
一
掃
す
る
よ
う
執
拗
に
要
求
し
て

い
た
の
か
と
言
え
ば
、
一
九
一
一
年
の
民
族
解
放
運
動
の
指
導
者
や
一
九
二
〇
年

結
成
の
モ
ン
ゴ
ル
人
民
党
の
党
員
の
大
部
分
が
学
識
と
能
力
の
あ
る
僧
侶
た
ち
で

あ
り
、
ま
た
人
民
政
府
の
初
期
の
首
相
た
ち
も
学
識
豊
か
な
高
級
僧
侶
だ
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
彼
ら
は
宗
教
文
化
と
民
族
的
独
自
性
を
常
に
保
持
し
よ
う
と
努
力
す

る
と
と
も
に
、
モ
ン
ゴ
ル
を
モ
ン
ゴ
ル
人
の
手
に
よ
っ
て
指
導
し
よ
う
と
尽
力
し
、

ソ
ビ
エ
ト
側
の
指
示
や
規
制
を
従
順
に
守
ろ
う
と
は
せ
ず
、
ソ
ビ
エ
ト
側
が
政
策

を
実
現
し
よ
う
と
す
る
際
に
大
き
な
障
害
と
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

政
治
情
勢
が
こ
の
よ
う
な
条
件
下
に
あ
っ
た
た
め
、
僧
侶
に
自
覚
を
持
た
せ
た

上
で
啓
蒙
教
化
し
、
還
俗
さ
せ
て
労
働
に
従
事
さ
せ
る
活
動
を
段
階
的
に
行
い
、

こ
の
事
業
に
寺
院
の
宗
務
統
括
機
関
を
参
加
さ
せ
て
い
た
こ
と
が
、
こ
の
『
僧
侶

の
雑
誌
』
か
ら
看
取
で
き
る
。
一
九
三
六
年
刊
行
の
第
一
分
冊
の
目
次
を
列
挙
す

る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。¹⁴

 

１ 

序
文

 

２ 

宗
務
統
括
機
関
第
九
回
会
議
決
議

 

３ 

宗
務
統
括
機
関
規
則

 

４ 

僧
侶
に
関
す
る
政
府
の
政
策

 

５ 

雑
誌
宛
の
匿
名
の
投
書
へ
の
返
事

 

６ 

最
高
裁
判
所
が
審
理
し
た
あ
る
案
件

 

７ 

僧
侶
の
中
に
生
ま
れ
て
い
る
工
業
に
関
す
る
報
告

 

８ 

内
モ
ン
ゴ
ル
か
ら
逃
亡
し
て
き
た
あ
る
僧
侶
の
話

 

９ 

収
入
の
あ
る
僧
侶
に
対
す
る
課
税
に
つ
い
て

 

10 

年
少
の
僧
侶
の
文
字
学
習
サ
ー
ク
ル

 

11 

ザ
ブ
ハ
ン
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
手
紙

 

12 

ザ
ブ
ハ
ン
に
い
る
記
者
の
書
い
た
記
事

 

13 

い
く
つ
か
の
詐
欺
行
為
の
摘
発
と
批
判

 

14 

地
方
へ
の
支
援
と
手
紙

　
ま
た
一
九
三
七
年
刊
行
の
第
二
分
冊
の
目
次
を
列
挙
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。¹⁵

 

１ 
宗
務
統
括
機
関
第
九
回
会
議
決
議
の
実
施
過
程

 

２ 

真
実
と
虚
偽
の
明
確
な
差
異
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３ 

僧
侶
に
紹
介
す
る
簡
単
な
記
事

 
４ 

ウ
ル
ギ
ー
寺
院
と
イ
ェ
グ
ゼ
ル
寺
院
の
一
部
の
反
逆
僧
侶
の
事
件
に
つ
い   

　

て
（
二
編
）

 

５ 
わ
が
国
内
の
多
く
の
寺
院
の
中
で
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か

 

６ 

地
方
の
記
者
と
僧
侶
が
書
い
た
提
案
と
批
判

 

７ 

可
否
を
他
人
の
判
断
に
委
ね
る

 

８ 

地
方
へ
の
賞
賛
と
支
援

　

こ
れ
ら
の
テ
ー
マ
を
見
る
と
、
当
時
の
政
府
の
政
策
を
明
確
に
反
映
し
て
い
た

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
各
々
の
テ
ー
マ
を
分
析
し
な
が
ら
述

べ
る
と
非
常
に
長
く
な
る
の
で
、
今
回
は
そ
の
よ
う
な
目
的
は
設
け
ず
、
こ
の
く

ら
い
に
し
て
お
き
た
い
。
そ
も
そ
も
史
料
編
集
の
問
題
に
お
い
て
、
こ
の
『
僧
侶

の
雑
誌
』
を
史
料
と
し
て
利
用
し
た
も
の
は
き
わ
め
て
少
な
く
、
一
、二
行
を
引
用

し
た
も
の
が
散
見
さ
れ
る
程
度
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
強
固

な
束
縛
の
た
め
に
、
読
ん
で
利
用
す
る
ど
こ
ろ
か
、
見
る
こ
と
さ
え
禁
じ
ら
れ
て

い
た
こ
と
に
存
す
る
。
社
会
主
義
時
代
に
は
僧
侶
を
宗
教
的
な
幻
惑
者
と
宣
伝
し

て
い
た
た
め
、
彼
ら
の
こ
と
を
極
度
に
誤
解
し
て
い
る
年
代
の
者
も
い
る
。
彼
ら

は
い
つ
の
時
代
に
あ
っ
て
も
、
精
神
文
化
の
普
及
者
で
あ
り
、
そ
の
発
展
者
で
も

あ
っ
た
こ
と
を
、
こ
の
雑
誌
と
多
く
の
史
料
が
証
明
し
て
い
る
。

　

こ
の
『
僧
侶
の
雑
誌
』
を
読
ん
で
、
以
下
の
い
く
つ
か
の
結
論
を
導
き
出
す
こ

と
が
で
き
る
。

　

１ 

こ
の
雑
誌
の
テ
ク
ス
ト
は
一
九
三
〇
年
代
の
史
料
編
集
に
と
っ
て
重
要
な
素

　

 

材
と
な
る
。

　

２ 

当
時
の
寺
院
の
僧
侶
が
話
し
て
い
た
方
言
を
チ
ベ
ッ
ト
文
字
で
表
記
し
た
こ

　

 

と
は
、
方
言
研
究
の
面
で
貴
重
な
資
料
と
な
る
。

　

３ 

か
つ
て
チ
ベ
ッ
ト
文
字
で
モ
ン
ゴ
ル
語
を
表
記
し
記
録
し
て
い
た
諸
経
験
を

　

 

ま
と
め
て
規
範
化
し
、
チ
ベ
ッ
ト
文
字
に
よ
る
表
記
体
系
を
こ
の
雑
誌
が
基
本

　

 

的
に
定
め
て
く
れ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
。

文 

献
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 М
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н т үүх", Гутгаар боть, У
Б

, 1969, 342-р тал.

８ "Н
ам

ы
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o.3, 31-р тал.

９ М
А

Х
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.1. т.6, хн.51, 81-р тал.

10 "Б
Н

М
А

У
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н гар үйлдвэрлэлийн хорш
ооллы

н анхдугаар их хурлы
н илтгэл 

тогтоол", У
Б

, 1940, 33-35-р тал.
11 "Б

Н
М

А
У

-ы
н т үүх", Гутгаар боть, У

Б
, 1969, 350-р тал.

12 С
.О

тгонж
аргал. "X
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 М
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н т үүхийг ш
инээр эргэн харахуй 

(1921-1990)", У
Б

, 2003, 73-р тал.
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13 "Б
Н

М
А

У
-ы

н т үүх", Гутгаар боть, У
Б

, 1969, 356-р тал.

14 "Л
ам

 нары
н сэтг үүл", 1936(26) V

III.IX
. N

o.3,4, 89-р тал.
15 "Л

ам
 нары

н сэтг үүл", 1937(27) оны
 1 ба 2 дугаар б ѳг ѳѳд 3, 4 д үгээр 

сэтг үүл, 2-р тал.

著
者
紹
介

 　
　

ロ
ブ
サ
ン
ジ
ャ
ビ
ー
ン
・
チ
ョ
ロ
ー
ン
バ
ー
タ
ル
（Л

увсанж
авы

н 

Ч
улуунбкаатар

）
氏
は
一
九
五
二
年
、
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
（
現
モ
ン
ゴ
ル
国
）

フ
ブ
ス
グ
ル
県
に
生
ま
れ
た
。
モ
ン
ゴ
ル
国
立
大
学
文
学
部
卒
業
後
、
一
九
八
一

〜
八
九
年
、
同
大
学
助
手
、
一
九
八
九
〜
九
一
年
、
ロ
ン
ド
ン
大
学
東
洋
ア
フ
リ

カ
研
究
所
（
Ｓ
Ｏ
Ａ
Ｓ
）
客
員
教
授
を
つ
と
め
、
一
九
九
一
年
か
ら
モ
ン
ゴ
ル
国

立
大
学
に
専
任
講
師
と
し
て
復
帰
し
、
現
在
、
同
大
学
モ
ン
ゴ
ル
言
語
文
化
学
部

長
（
副
教
授
）。
こ
の
間
、
二
〇
〇
〇
年
に
ウ
ラ
ン
ウ
デ
の
ロ
シ
ア
科
学
ア
カ
デ

ミ
ー
・
シ
ベ
リ
ア
支
部
モ
ン
ゴ
ル
学
・
仏
教
学
・
チ
ベ
ッ
ト
学
研
究
所
博
士
課
程

を
修
了
し
歴
史
学
博
士
の
学
位
を
取
得
。
主
著
に
『
モ
ン
ゴ
ル
遊
牧
民
の
文
字
文

化
』（
ウ
ラ
ン
バ
ー
ト
ル
、
二
〇
〇
二
年
）、『
チ
ベ
ッ
ト
語
で
著
述
し
た
モ
ン
ゴ
ル

人
学
僧
た
ち
』（
ウ
ラ
ン
バ
ー
ト
ル
、
二
〇
〇
四
年
）
が
あ
る
ほ
か
、
論
文
、
共
著
書
、

編
著
書
、
会
話
書
、
辞
書
な
ど
多
数
あ
る
。
な
お
、
チ
ョ
ロ
ー
ン
バ
ー
タ
ル
氏
は

二
〇
〇
五
年
四
月
か
ら
、
モ
ン
ゴ
ル
語
専
攻
の
客
員
教
授
と
し
て
本
学
で
教
鞭
を

と
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

 　
　

本
稿
は
二
〇
〇
三
年
一
一
月
一
五
日
（
土
）、
大
阪
国
際
大
学
枚
方
キ
ャ
ン
パ
ス

で
開
催
さ
れ
た
日
本
モ
ン
ゴ
ル
学
会
二
〇
〇
三
（
平
成
一
五
）
年
度
秋
季
大
会
で

チ
ョ
ロ
ー
ン
バ
ー
タ
ル
氏
が
行
っ
た
講
演
を
全
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本

稿
に
お
け
る
『
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
史
』
第
三
巻
か
ら
の
引
用
の
邦
訳
は
、
モ

ン
ゴ
ル
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
歴
史
研
究
所
編（
二
木
博
史
・
今
泉
博
・
岡
田
和
行
訳
）『
モ

ン
ゴ
ル
史
』（
恒
文
社
、
一
九
八
八
年
）
に
依
拠
し
て
い
る
。
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■　
は
じ
め
に

　

一
九
五
〇
年
代
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
現
代
音
楽
の
地
勢
図
が
目
ま
ぐ
る
し
く
展
開
し

た
時
代
。
ド
イ
ツ
の
カ
ー
ル
ハ
イ
ン
ツ
・
シ
ュ
ト
ッ
ク
ハ
ウ
ゼ
ン
、
イ
タ
リ
ア
の

ル
イ
ジ・ノ
ー
ノ
、ベ
ル
ギ
ー
の
ア
ン
リ・プ
ス
ー
ル
、フ
ラ
ン
ス
の
ピ
エ
ー
ル・ブ
ー

レ
ー
ズ
、
そ
し
て
…
。
少
な
く
と
も
、
ひ
と
つ
の
時
代
が
終
わ
っ
た
こ
と
は
確
か

で
あ
っ
た
。
古
典
的
な
音
世
界
を
表
象
し
て
い
た
調
性
の
重
力
は
失
わ
れ
、音
楽
は
、

そ
の
歴
史
が
か
っ
て
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
緊
張
感
の
た
だ
中
に
あ
っ
た
。セ
リ
ー

と
呼
ば
れ
る
シ
ス
テ
ム
の
価
値
を
ひ
と
つ
の
焦
点
と
し
た
、
音
楽
に
お
け
る
形

式
的
な
も
の
の
力
を
め
ぐ
る
闘
い
が
そ
れ
で
あ
る
。
ス
ト
ラ
ヴ
ィ
ン
ス
キ
ー
で
も

シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
で
も
ラ
ヴ
ェ
ル
で
も
な
い
も
の
、あ
え
て
言
え
ば
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー

の
よ
う
に
響
く
ヴ
ェ
ー
ベ
ル
ン
、
人
を
押
し
つ
ぶ
す
無
調
の
世
界
の
圧
倒
的
な
威

力
を
浴
び
な
が
ら
、
最
大
限
の
精
緻
さ
と
合
理
的
精
神
で
ヴ
ェ
ー
ベ
ル
ン
が
築
い

た
稜
堡
を
、
も
う
一
度
、
音
楽
の
形
式
の
力
と
し
て
よ
み
が
え
ら
せ
よ
る
こ
と
は

で
き
な
い
か
？　

ポ
ス
ト
・
ヴ
ェ
ー
ベ
ル
ン
、
す
な
わ
ち
セ
リ
ー
主
義
の
音
楽
家

た
ち
の
、
国
の
垣
根
を
越
え
た
さ
ま
ざ
ま
な
努
力
の
突
き
合
わ
せ
か
ら
、
ヴ
ェ
ー

ベ
ル
ン
亡
き
戦
後
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
音
楽
の
再
編
が
開
始
さ
れ
た
の
だ
。

　

ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ー
レ
ー
ズ
の
作
曲
家
と
し
て
の
野
心
は
、
こ
の
セ
リ
ー
概
念
の

彫
琢
に
向
け
ら
れ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
一
九
五
五
年
の
ル
ネ
・
シ
ャ
ー
ル
の

詩
に
よ
る
《
主
の
な
い
槌
》
の
成
功
は
、
ブ
ー
レ
ー
ズ
が
、
セ
リ
ー
概
念
に
よ
っ

て
新
し
い
音
楽
世
界
を
切
り
開
い
た
こ
と
を
確
信
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
西
洋

音
楽
の
合
理
的
精
神
が
た
ど
り
着
い
た
極
限
地
点
と
し
て
の
ト
ー
タ
ル
・
セ
リ
ア

リ
ズ
ム
が
、
良
く
も
悪
く
も
、
二
〇
世
紀
後
半
の
音
楽
文
化
の
軌
道
を
決
定
づ
け

る
シ
ス
テ
ム
と
な
っ
た
こ
と
は
現
代
音
楽
の
歴
史
が
伝
え
る
通
り
で
あ
る
。〝
シ
ス

テ
ム
と
し
て
の
作
品
〞
と
い
う
理
念
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
可

能
性
や
限
界
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
手
探
り
で
試
さ
れ
て
き
た
の
だ
。

　

芸
術
の
発
展
と
い
う
信
念
に
裏
打
ち
さ
れ
た
演
繹
の
力
も
、
生
み
出
さ
れ
た
形

式
を
徐
々
に
高
め
て
い
く
手
探
り
の
推
敲
も
、
あ
る
ひ
と
つ
の
選
択
さ
れ
共
有
さ

れ
た
問
題
の
な
か
で
の
み
正
当
化
さ
れ
る
。
少
な
く
と
も
現
代
音
楽
は
そ
の
よ
う

な
意
識
に
貫
か
れ
て
い
た
。

　

だ
が
、
五
一
年
に
黎
明
期
の
ミ
ュ
ジ
ッ
ク
・
コ
ン
ク
レ
ー
ト
に
加
担
し
、
五
三

年
に
は
歴
史
上
初
め
て
正
弦
波
の
み
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
シ
ュ
ト
ッ
ク
ハ
ウ
ゼ

ン
の
《
習
作
Ⅰ
》
に
つ
い
て
プ
ス
ー
ル
を
交
え
て
議
論
し
、¹
五
五
年
に
は
論
文
「
豊

穣
な
国
の
果
て
で
」
の
な
か
で
極
め
て
先
駆
的
な
ビ
ジ
ョ
ン
を
提
示
し
て
い
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
ブ
ー
レ
ー
ズ
が
ひ
と
つ
の
〝
問
題
〞
を
あ
え
て
手
つ
か
ず
の
ま

ま
迂
回
し
て
い
た
と
す
れ
ば
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
問
題
と
は
、
テ

ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
音
楽
の
関
係
で
あ
る
。
音
楽
の

4

4

4

現
代
性

4

4

4

を
考
え
る
な
ら
ば
決
し
て

避
け
て
通
る
こ
と
の
で
き
な
い
こ
の
問
題
は
、
常
に
そ
の
脳
裏
を
よ
ぎ
り
な
が
ら
、

寄稿

ブ
ー
レ
ー
ズ
と
Ｉ
Ｒ
Ｃ
Ａ
Ｍ
、
音
楽
と
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

福
岡
由
仁
郎
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彼
は
そ
れ
を
実
現
す
る
に
必
要
な
手
段
を
フ
ラ
ン
ス
国
内
に
見
出
せ
ず
に
い
た
…
。

²　

そ
し
て
一
九
八
〇
年
代
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
現
代
音
楽
の
地
勢
図
に
ま
た
新
た
な〝
拠

点
〞
が
現
れ
、
ブ
ー
レ
ー
ズ
は
や
は
り
駆
け
抜
け
て
い
た
。
本
稿
で
は
、
芸
術
文

化
と
科
学
を
融
合
し
よ
う
と
す
るIRCA

M

の
設
立
理
念
、
そ
し
て
、
そ
の
最
先

端
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
を
フ
ル
に
使
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
ブ
ー
レ
ー
ズ
の
八
〇
年

代
の
代
表
作
《
レ
ポ
ン
》
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
代
音
楽
に
も
た
ら
さ

れ
た
新
た
な
活
力
を
考
察
す
る
。

■　
Ｉ
Ｒ
Ｃ
Ａ
Ｍ

　

将
来
（
一
九
七
五
年
？
） ̶

̶
 

お
そ
ら
く
パ
リ
に ̶

̶
 

実
現
さ
れ
る
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
に
、
私
は
ま
さ
に
集
中
し
て
い
ま
す
。
ボ
ー
ブ
ー
ル
の
中
心
部
に
隣

接
し
た
、
音
楽
と
音
響
の
研
究
セ
ン
タ
ー
で
す
。
現
代
音
楽
は
、
と
き
に
は
科

学
的
な
、
技
術
的
で
理
論
的
な
い
く
つ
も
の
問
題
を
、
課
す
こ
と
も
解
く
こ
と

も
出
来
ず
、
停
滞
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。³

　

一
九
六
九
年
九
月
、
フ
ラ
ン
ス
大
統
領
ポ
ン
ピ
ド
ゥ
ー
が
ブ
ー
レ
ー
ズ
に
直
接

面
会
を
求
め
た
と
こ
ろ
か
ら
新
た
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
始
ま
る
。
当
時
ブ
ー
レ
ー

ズ
が
フ
ラ
ン
ス
文
化
行
政
と
非
常
に
険
悪
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
は
国
内
外
で
周

知
の
事
実
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
言
え
ば
ア
ン
ド
レ
・
マ
ル
ロ
ー
文
化
相
時
代
の

文
化
政
策
と
ブ
ー
レ
ー
ズ
の
間
に
摩
擦
が
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
国
内
で
の
ブ
ー
レ
ー

ズ
の
あ
ら
ゆ
る
活
動
を
制
限
し
て
い
た
の
だ
。⁴　

会
見
の
な
か
、ポ
ン
ピ
ド
ゥ
ー

は
ブ
ー
レ
ー
ズ
に
対
し
て
今
や
フ
ラ
ン
ス
へ
戻
っ
て
こ
な
い
か
と
問
い
か
け
る
。

一
方
ブ
ー
レ
ー
ズ
は
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
指
揮
の
た
め
で
あ
れ
ば
戻
る
気
な
ど
な

く
、
す
で
に
外
国
で
す
ば
ら
し
い
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
と
と
も
に
仕
事
を
し
て
い
る
と

答
え
る
。
す
る
と
ポ
ン
ピ
ド
ゥ
ー
は
、
新
し
い
芸
術
文
化
セ
ン
タ
ー
の
設
立
構
想

を
ブ
ー
レ
ー
ズ
に
打
ち
明
け
た
の
で
あ
っ
た
。
セ
ン
タ
ー
に
含
ま
れ
る
音
楽
施
設

に
つ
い
て
、
運
営
面
で
の
協
力
を
ブ
ー
レ
ー
ズ
に
持
ち
か
け
た
の
で
あ
る
。
そ
こ

で
ブ
ー
レ
ー
ズ
は
、省
庁
と
は
完
全
に「
独
立
」し
て
運
営
で
き
る
独
自
の
セ
ン
タ
ー

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
あ
る
種
の
条
件
と
し
て
、
大
統
領
に
告
げ
た
。⁵　

こ

の
面
会
の
あ
と
、
ク
リ
ー
ヴ
ラ
ン
ド
に
い
る
ブ
ー
レ
ー
ズ
に
フ
ラ
ン
ス
政
府
か
ら

書
類
が
届
け
ら
れ
る
。
新
し
い
芸
術
文
化
セ
ン
タ
ー
の
計
画
書
で
あ
る
。
だ
が
こ

の
段
階
で
は
、
音
楽
分
野
に
関
し
て
は
ほ
と
ん
ど
白
紙
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
そ
れ

も
、
来
客
者
が
デ
ィ
ス
ク
を
見
つ
け
ら
れ
る
場
所
、
と
い
っ
た
案
で
し
か
な
か
っ
た
。

⁶　

そ
こ
で
ブ
ー
レ
ー
ズ
は
計
画
書
を
自
分
で
策
定
し
な
お
し
、
七
一
年
に
政
府
に

提
出
す
る
。
こ
の
頃
の
ブ
ー
レ
ー
ズ
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ッ

ク
音
楽
監
督 (

七
一 ̶

 

七
七)

、
Ｂ
Ｂ
Ｃ
交
響
楽
団
首
席
指
揮
者 (

七
一 ̶

 

七
五)

、
ク

リ
ー
ヴ
ラ
ン
ド
管
弦
楽
団
主
席
客
演
指
揮
者 (

六
九 ̶

 

七
一)

を
兼
務
す
る
な
ど
、

指
揮
者
と
し
て
の
活
動
が
ピ
ー
ク
を
迎
え
て
い
る
頃
で
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
新
し

い
音
楽
研
究
セ
ン
タ
ー
の
た
め
に
、
い
ず
れ
そ
れ
ら
の
仕
事
を
辞
め
ざ
る
を
得
な

く
な
る
こ
と
に
、
彼
は
疑
い
を
も
た
な
か
っ
た
。

　

と
は
言
え
、
こ
の
構
想
は
「
賭
け
」
で
も
あ
っ
た
の
だ
。
多
か
れ
少
な
か
れ
公

共
的
な
側
面
を
も
っ
た
、
し
か
も
単
な
る
音
楽
家
養
成
施
設
で
は
な
い
現
代
音
楽

専
門
の
機
関
な
ど
を
立
ち
上
げ
て
、
果
た
し
て
成
功
す
る
の
か
？　

電
子
音
楽
分

野
で
は
、
ド
イ
ツ
や
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
し
て
既
に
い
く
つ
か
の
研
究
所
が
存
在
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し
て
お
り
、
電
子
音
響
を
用
い
た
音
楽
作
品
の
可
能
性
も
限
界
も
あ
る
程
度
見
通

し
が
つ
い
た
時
期
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
こ
の
時
期
の
ブ
ー
レ
ー
ズ
は
、
電

子
音
楽
分
野
で
決
し
て
突
出
し
た
成
果
を
お
さ
め
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
を

考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
こ
の
時
期
に
あ
え
て
大
規
模
な
国
家
予
算
を
投
入
し
て
、̶

̶
 

た
と
え
ば
オ
ペ
ラ
劇
場
で
な
く ̶

̶
 

科
学
技
術
と
音
楽
の
融
合
の
た
め
の
研
究

所
を
作
る
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
政
府
の
決
断
と
ブ
ー
レ
ー
ズ
の
行
動
力
は
、
多
く
の

人
々
を
驚
か
せ
た
に
違
い
な
い
。
ブ
ー
レ
ー
ズ
の
組
織
運
営
能
力
の
高
さ
は
、
あ

る
意
味
で
、
彼
の
こ
れ
ま
で
の
活
動
か
ら
実
証
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
科
学
と
音

楽
と
い
う
異
な
っ
た
領
域
の
専
門
家
の
そ
れ
ぞ
れ
を
調
整
し
、
彼
ら
の
交
流
の
成

果
を
把
握
あ
る
い
は
予
測
し
つ
つ
、
さ
ら
に
は
、
孤
立
し
た
研
究
所
と
し
て
で
な
く
、

公
共
的
な
機
関
と
し
て
、
現
代
音
楽
の
伝
播
や
活
性
化
の
た
め
の
活
動
を
社
会
の

な
か
で
展
開
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
さ
ら
に
周
到
な
組
織
運
営
能
力
が
必
要
と
さ

れ
る
だ
ろ
う
。

　

も
し
彼
が
、
国
家
予
算
目
当
て
の
権
力
主
義
者
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
助

成
金
を
当
て
に
で
き
る
も
っ
と
容
易
な
施
設
の
建
築
は
あ
り
え
た
は
ず
で
あ
る
。

だ
が
、
か
っ
て
一
九
五
五
年
に
「
豊
穣
な
国
の
果
て
で
」
と
題
し
た
論
文
の
な
か

で
語
っ
た
電
子
音
響
の
未
来
に
つ
い
て
の
ビ
ジ
ョ
ン
は
、
た
だ
の
絵
空
事
で
は
な

か
っ
た
の
だ
。
こ
う
し
て
、い
っ
た
ん
は
フ
ラ
ン
ス
の
音
楽
と
文
化
行
政
を
見
限
っ

た
ブ
ー
レ
ー
ズ
は
、
そ
の
長
い
国
外
活
動
か
ら
帰
還
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
フ
ラ

ン
ス
音
楽
文
化
の
一
大
的
な
再
生
計
画
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。「
音
響
・
音
楽
の

研
究
と
調
整
の
研
究
所
」　Institut de recherche et de coordination acoustique-

m
usique 

す
な
わ
ち IRCA

M

（
イ
ル
カ
ム
）
で
あ
る
。（
現
在
は l’Ircam

と
呼
ば
れ
る
こ

と
が
一
般
的
で
あ
る
。）

■　
開
設

　

こ
う
し
て IRCA

M
 

創
設
の
準
備
は
開
始
さ
れ
た
。
一
九
七
三
年
一
月
の
段
階

で
一
二
〇
〇
万
ド
ル
に
の
ぼ
る
経
費
が
見
積
も
ら
れ
て
い
る
。⁷　

あ
の
ヴ
ァ
ー

グ
ナ
ー
で
す
ら
、
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
Ⅱ
世
か
ら
、
こ
れ
ほ
ど
の
規
模
の
資
金
を
受
け

て
い
な
い
と
音
楽
学
者
ジ
ャ
ム
ー
は
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
も
頷
け
よ
う
。

　
﹇IRCA

M
 

を
ワ
ー
グ
ナ
ー
の
バ
イ
ロ
イ
ト
と
比
較
す
る
こ
と
は
﹈
リ
ュ
リ
と
ヴ
ェ
ル
サ

イ
ユ
﹇
の
関
係
と
比
較
す
る
こ
と
﹈
よ
り
も
さ
ら
に
的
を
つ
い
て
い
る
。
実
際
の
と

こ
ろ
、
音
楽
家
が
君
主
に
、
全
く
新
し
い
コ
ン
セ
プ
ト
の
〈
事
業
〉
を
提
案

し
、
し
か
も
自
分
の
作
曲
上
の
意
図
と
も
つ
り
合
わ
せ
る
と
い
う
の
は
、
こ
こ

数
世
紀
で
み
て
も
二
度
目
で
あ
る
。
ボ
ー
ブ
ー
ル Beaubourg 

と
バ
イ
ロ
イ
ト 

Bayreuth 

は
畳
韻
法
を
な
す
の
で
あ
っ
た
。⁸

　

IRCA
M
 

の
施
設
は
、（
か
っ
て
中
央
市
場
の
あ
っ
た
）
ボ
ブ
ー
ル
地
区
に
建
て
ら
れ

る
ポ
ン
ピ
ド
ゥ
ー
芸
術
文
化
セ
ン
タ
ー
建
物
の
な
か
で
は
な
く
、
南
に
隣
接
し
た

現
イ
ゴ
ー
ル
・
ス
ト
ラ
ヴ
ィ
ン
ス
キ
ー
広
場
に
建
築
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
横

に
あ
る
サ
ン
・
メ
リ
教
会
と
の
景
観
を
配
慮
し
つ
つ
、
ま
た
静
寂
性
な
ど
の
観
点

か
ら
、
地
下
空
間
が
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
太
陽
光
を
取
り
入
れ

ら
れ
る
よ
う
に
、
ガ
ラ
ス
張
り
の
天
井
が
（
地
上
の
広
場
に
向
け
て
）
開
か
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。
建
物
の
な
か
に
は
、
研
究
室
、
ス
タ
ジ
オ
、
事
務
所
な
ど
の
他
に
、

壁
一
面
に
可
動
式
の
パ
ネ
ル
を
は
め
込
み
反
響
の
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ン
を
自
由
に
設

定
す
る
こ
と
が
出
来
る
ホ
ー
ル
「
エ
ス
パ
ス
・
ド
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
シ
オ
ン （
投
射
空

間
）」Espace de Projection 

が
設
計
さ
れ
た
。⁹　

そ
の
他
に
も
特
筆
す
べ
き
は
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予 算 形 態 で あ る 。 文 化 省 か ら は 会 計 的 に 独 立 し 、 自 由 に 予 算 が 策 定 でき る う え 、 同 時 に 国 庫 か ら 多 額 の 助 成 を 受 け つ つ 、 さ ら に ほ か の 私 的な 援 助 を 自 由 に 受 け 取 る こ と が 出 来 る 。 ま た 、 ス タ ッ フ も 機 材 も 、 フラ ン ス 人 ／ 製 に 限 る 必 要 は な く 国 際 的 な も の と す る こ と な ど が 決 め られ た 。

I
R

C
A

M
の 建 物 お よ び エ ス パ ス ・ ド ・ プ ロ ジ ェ ク シ オ ン が 開 館 す

る の は 一 九 七 八 年 で あ る 。
　

こ の よ う に 、 組 織 の ハ ー ド な 部 分 が 固 ま る の と 平 行 し て 、 ソ フ ト な
部 分 、 す な わ ち 人 事 や 研 究 内 容 に 関 す る 計 画 も 次 第 に 煮 詰 め ら れ て いく 。 一 九 七 二 年 に ブ ー レ ー ズ が 正 式 に デ ィ レ ク タ ー に 任 命 さ れ た あと 、  フ ラ ン ス の 国 内 外 で 、  専 門 的 な も の か ら 非 専 門 的 な も の ま で を 含 む 、様 々 な コ ン フ ェ ラ ン ス が 開 か れ て い る 。

I R C A M　 （ 2 0 0 3  年 筆 者 撮 影 ）

　

こ う し て 正 式 オ ー プ ン ま で の あ い だ に 、

I
R

C
A

M は 次 第 に そ の コ ン

セ プ ト を 固 め 、 現 代 音 楽 を 活 性 化 さ せ る と い う 命 題 も ま た 徐 々 に 世間 に 浸 透 し て い く の で あ っ た 。 一 九 七 六 年 、 ブ ー レ ー ズ を 所 長 と し て

 

I
R

C
A

M は 正 式 に 活 動 を 開 始 し 、 現 代 音 楽 専 門 の 演 奏 家 集 団 「 ア ン サ

ン ブ ル ・ ア ン テ ル コ ン タ ン ポ ラ ン 」

E
ns

e
m
bl

e i
nt

er
c
o

nt
e

m
p
or

ai
n
 も 同 時

に 結 成 さ れ る 。 翌 七 七 年 に は さ っ そ く 、 二 〇 世 紀 音 楽 の こ れ ま で の 歴史 を 振 り 返 る 演 奏 会 シ リ ー ズ 「 二 〇 世 紀 の パ サ ー ジ ュ 」

P
ass

a
g
e 

d
u 

X
X
e 

si
è
cl

e が 開 催 さ れ る 。 こ れ は 、 第 一 部 が 一 月 か ら 七 月 、 第 二 部 は 九 月 か

ら 一 二 月 、 そ し て ト ー タ ル で 七 〇 の 行 事 、 コ ン サ ー ト は も ち ろ ん ワ ーク シ ョ ッ プ や さ ま ざ ま な 分 科 会 な ど が 催 さ れ る 一 大 イ ベ ン ト で あ っ た 。さ ら に 七 八 年 二 月 に は 、  「 音 楽 的 時 間 」 を テ ー マ に し た 演 奏 会 と シ ン ポジ ウ ム を 開 催 。 そ こ に は バ ル ト 、  フ ー コ ー 、  ド ゥ ル ー ズ の 面 々 も 参 加 し 、特 に ド ゥ ル ー ズ は ブ ー レ ー ズ の 音 楽 に お け る 時 間 の 問 題 に つ い て 踏 み込 ん だ 議 論 を 行 っ て い る 。

¹ ⁰　

こ の よ う に 科 学 と 芸 術 、 芸 術 と 哲 学 を

横 断 す る 活 動 が 積 極 的 に 展 開 さ れ 、

I
R

C
A

M を 起 点 に 、 現 代 音 楽 の 地 勢

図 は 確 か に 塗 り 替 え ら れ た の で あ っ た 。 ブ ー レ ー ズ が ア ン ド レ ・ マ ルロ ー と フ ラ ン ス 文 化 行 政 に 絶 縁 状 を 叩 き 付 け て か ら お よ そ 一 〇 年 後 のこ と で あ る 。■　

リ ア ル ・ タ イ ム

　

I
R

C
A

M の 活 動 は 、 音 響 そ の も の の 科 学 的 分 析 、 楽 器 の 音 響 学 的 解

析 、 音 響 合 成 、 音 楽 と 知 覚 と の 関 係 、 人 間 の 演 奏 と コ ン ピ ュ ー タ の 相
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互 作 用 、 そ れ ら の 研 究 結 果 の 伝 播 の た め の ペ ダ ゴ ジ ー

（ 教 育 法 ）

、 そ し て

演 奏 集 団 ア ン サ ン ブ ル ・ ア ン テ ル コ ン タ ン ポ ラ ン の 設 置 な ど を 軸 に して 進 め ら れ た 。 そ の 布 陣 は 次 の 通 り で あ る 。 所 長 ： ピ ー エ ル  ・  ブ ー レ ーズ 、 コ ン ピ ュ ー タ 部 門 ： ジ ャ ン ＝ ク ロ ー ド ・ リ セ

 J
e
a

n-
Cl

a
u
d
e 

Riss
et 、 電

子 音 響 部 門 ： ル チ ア ー ノ ・ ベ リ オ

 L
u
ci

a
n
o 

B
eri

o 、 器 楽 ／ 声 楽 部 門 ： ヴ ァ

ン コ ・ グ ロ ボ カ ー ル

 
Vi

n
k
o 

Gl
o
b
o
k
ar

、 教 育 部 門 ： ミ シ ェ ル ・ デ ク ー ス ト

 

Mi
c

h
el 

D
e
c
o
ust

、 そ し て 総 括 部 門

 (
Di

a
g
o

n
al)

： ジ ュ ラ ル ・ ベ ネ ッ ト

 G
er

al
d 

B
e

n
n
ett

 で あ る 。

　

I
R

C
A

M は ブ ー レ ー ズ の 私 的 な 組 織 で は な い し 、 わ れ わ れ は こ こ で

 

I
R

C
A

M の 活 動 の す べ て を 検 討 す る つ も り は な い 。 だ が 、 彼 が 科 学 者 と

と も に ど の よ う な 研 究 に 取 り 組 み 、 そ れ が 彼 の 音 楽 思 考 と ど の よ う な関 係 を も ち 、 そ し て ど の よ う に 新 た な 作 品 の 創 造 へ と 結 び つ い た か につ い て は 論 じ て お か な け れ ば な ら な い 。 ま ず は

 I
R

C
A

M を 拠 点 と し て

開 始 さ れ た 研 究 の な か か ら 、 ブ ー レ ー ズ の 活 動 を 考 え る う え で 重 要 な項 目 を 拾 い だ そ う 。
　

＊　

＊　

＊

　

コ
ン ピ ュ ー タ お よ び 電 子 機 器 の 音 楽 へ の 応 用 に は 、 さ ま ざ ま な 分 野

が あ る 。 デ ー タ ベ ー ス を は じ め と す る 情 報 資 源 の 管 理 、 音 楽 構 造 の 数理 的 分 析 、 音 響 の 解 析 お よ び 合 成 、 自 動 演 奏 、 譜 面 の 読 み 取 り （ 認 識 ）や あ る い は 印 刷

（ 浄 写 支 援 ）

、 コ ン サ ー ト ・ ホ ー ル や ス タ ジ オ の 音 響 設

計 と 制 御 、 音 楽 教 育 支 援 、 作 曲 支 援 等 々 、 さ ま ざ ま な 分 野 で の 活 用 が可 能 で あ る 。 だ が 、

I
R

C
A

M の 存 在 を 他 の 音 楽 研 究 機 関 と 比 し て ユ ニ ー

ク な も の と し 、 な お か つ も っ と も 重 要 な 成 果 と な っ た も の が あ る 。 それ は 「 リ ア ル ・ タ イ ム 」 と い う コ ン セ プ ト に 基 づ い て 開 発 さ れ た 、 一連 の ハ ー ド ウ ェ ア お よ び ソ フ ト ウ ェ ア 環 境 で あ る 。
　

こ の リ ア ル ・ タ イ ム と い う 考 え 方 は 、 ブ ー レ ー ズ

 
̶

̶ そ し て 多 く の

音 楽 家

 
̶

̶ の 電 子 音 楽 の 実 践 に と っ て 重 要 な 意 義 を も っ て い た 。 そ こ

に 二 つ の 側 面 を 見 て 取 る こ と が で き る 。 ひ と つ は 、 こ れ ま で の 「 ミ ュジ ッ ク ・ ミ ク ス ト 」

（ 電 子 音 と 楽 器 音 を 合 わ せ る 音 楽 様 式 ）

に た い す る 反 省 で

あ る 。 初 期 の 電 子 音 楽 作 品 に は 致 命 的 な 制 約 が あ っ た 。 コ ン サ ー ト にお い て 電 子 音 を 活 用 し よ う と し た と き 、 音 楽 家 は 、 あ ら か じ め 電 子 音響 機 器 に よ っ て 生 成 さ れ 、 磁 気 テ ー プ に 録 音 さ れ た 電 子 音 を 、 た だ 再生 す る し か な か っ た の で あ る 。 す な わ ち 、 楽 器 演 奏 に 電 子 音 を 「 ミ ック ス 」 す る 場 合 、 人 間 は 、 再 生 さ れ る 電 子 音 に 対 し て 「 合 わ せ る 」 しか な か っ た 。 し か も 、 あ ら か じ め 決 め ら れ た 速 度 と 音 量 に よ っ て 機 械的 に 進 行 す る テ ー プ は 、 当 然 の こ と な が ら 、 ホ ー ル の 音 環 境 に 合 わ せた 微 調 整 や 、 演 奏 者 に よ る 身 体 的 で 自 由 な 表 現 を ほ と ん ど 許 容 で き ない 以 上 、  演 奏 家 や 指 揮 者 に と っ て 望 ま し い と 思 え る 表 現 方 法 で は な か った の だ 。 よ っ て 、 電 子 音 楽 に お け る 身 体 性 の 問 題 を 解 決 す る た め に は 、音 響 処 理 が 何 ら か の か た ち で 演 奏 と  「 同 時 に 」

（ 現 実 時 間 ／ リ ア ル  ・  タ イ ム に ）

成 立 す る 必 要 が あ っ た 。
　

そ の た め に 必 要 な 装 置 の 物 理 的 条 件 は は っ き り と し て い る 。 コ ン
ピ ュ ー タ に よ っ て 電 子 音 が 生 成 ／ 加 工 さ れ る 処 理 過 程 が 、  演 奏 と  「 同 時 」と 思 え る ほ ど 高 速 に な さ れ る た め に 必 要 な 演 算 速 度 の 目 標 値 を 知 る こと は 難 し く な い 。 だ が 、 当 時 の 技 術 的 水 準 で は 、 そ の よ う な 高 速 な 演算 を 可 能 に す る シ ス テ ム は 実 現 不 可 能 で あ る か 、 あ る い は 非 リ ア ル ・
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タ
イ
ム
な
シ
ス
テ
ム
を
使
い
、
そ
の
ぶ
ん
潤
沢
に
演
算
時
間
を
使
う
方
が
む
し
ろ

有
効
で
あ
る
と
思
わ
れ
て
い
た
。

　

リ
ア
ル
・
タ
イ
ム
で
は
簡
略
な
結
果
し
か
え
ら
れ
ず
、
非
リ
ア
ル
・
タ
イ
ム

﹇
で
な
さ
れ
た
処
理
﹈
の
洗
練
さ
や
精
巧
さ
に
は
達
し
な
い
と
い
う
の
が
、
当
初
の

議
論
で
し
た
。
自
分
の
作
品
で
あ
れ
一
九
五
八
年
以
来
指
揮
し
た
作
品
に
つ
い

て
で
あ
れ
、
指
揮
者
と
し
て
も
作
曲
者
と
し
て
も
活
動
す
る
私
に
と
っ
て
、﹇
…
﹈

あ
ら
か
じ
め
完
全
に
決
ま
っ
て
変
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
メ
デ
ィ
ア
を
使
う
と

い
う
の
は
、
つ
ね
に
責
め
苦
で
し
た
。
そ
の
よ
う
な
結
合
は
、
き
わ
め
て
簡
略

化
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
根
本
的
に
非
芸
術
的
だ
と
思
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
、

そ
の
メ
デ
ィ
ア
﹇
磁
気
テ
ー
プ
﹈
と
﹇
演
奏
を
﹈
合
わ
せ
る
こ
と
に
心
が
砕
か
れ
る

の
で
す
。﹇
…
﹈
も
し
非
リ
ア
ル
・
タ
イ
ム
﹇
で
な
さ
れ
た
処
理
﹈
に
よ
っ
て
得
ら

れ
る
結
果
が
、
実
際
に
洗
練
さ
れ
た
も
の
と
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
ヴ
ァ
ー
チ
ュ

ア
ル
な
楽
譜
と
楽
器
の
楽
譜
の
あ
い
だ
に
、
リ
ア
ル
・
タ
イ
ム
で
行
わ
れ
る
結

合
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
、
音
楽
の
将
来
に
と
っ
て
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
と
、

七
〇
年
代
に
か
け
て
私
に
は
思
え
た
の
で
す
。
私
は
そ
の
方
向
で
働
き
ま
し
た

し
、
私
と
ま
さ
し
く
同
意
見
だ
っ
た
デ
ィ
・
ジ
ウ
ニ
ョ
と
協
力
す
る
こ
と
に
も

同
意
で
き
た
の
で
す
。¹¹

　
「
リ
ア
ル
・
タ
イ
ム
」
が
ブ
ー
レ
ー
ズ
に
と
っ
て
重
要
で
あ
っ
た
も
う
一
つ
の

側
面
を
考
え
て
み
よ
う
。
ブ
ー
レ
ー
ズ
に
と
っ
て
音
の
流
動
性

4

4

4

4

4

は
つ
ね
に
重
要
な

問
題
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
ブ
ー
レ
ー
ズ
が
電
子
音
響
技
術
に
求
め
て
い
た
も
の

は
、
流
動
的
な
音
の
変
化
を
そ
の
刻
々
と
し
た
あ
ら
ゆ
る
瞬
間
に
お
い
て
輪
郭
づ

け
る
演
繹
的
能
力
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
他
で
も
な
く
リ
ア
ル
・
タ
イ
ム
に
よ

る
音
響
処
理
を
指
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
譜
面
と
い
う
問
題
に
直
面
す
る
の
で
あ

る
。
も
し
、
音
楽
の
道
筋
が
リ
ア
ル
・
タ
イ
ム
で
変
更
さ
れ
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

そ
れ
を
譜
面
と
い
う
形
で
記
す
こ
と
は
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
引
用
文
中

で
彼
が
述
べ
て
い
る
「
ヴ
ァ
ー
チ
ュ
ア
ル
な
譜
面
」
と
は
、
一
般
的
に
言
え
ば
プ

ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。¹²　

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
と
は
、
ま
さ
に

譜
面
と
同
じ
く
、
作
品
の
「
設
計
図
」
を
示
し
て
い
る
。
な
ら
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な

分
岐
が
書
き
記
さ
れ
、
幾
通
り
も
の
方
向
で
読
む
こ
と
の
で
き
る
可
動
的
・
偶
然

的
な
譜
面
を
試
み
た
あ
の
一
九
五
七
年
の
《
ピ
ア
ノ
・
ソ
ナ
タ
Ⅲ
》
の
実
験
を
再

び
掘
り
起
こ
す
絶
好
の
チ
ャ
ン
ス
が
こ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
さ

ま
ざ
ま
な
条
件
に
よ
っ
て
音
の
構
造
が
変
化
す
る
可
動
的
な
シ
ス
テ
ム
を
生
み
出

す
た
め
に
必
要
な
技
術
的
要
因
が
そ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
…
。
人
間
と
一
体

と
な
っ
て
瞬
間
ご
と
に
刻
々
と
変
化
し
て
い
く
よ
う
な
、
精
彩
あ
ふ
れ
る
音
楽
時

間
を
生
み
出
す
こ
と
と
、
最
先
端
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
可
能
性
は
こ
う
し
て
結
び
合

わ
さ
れ
る
。
電
子
音
響
の
領
域
で
得
た
も
っ
と
も
重
要
な
経
験
に
つ
い
て
尋
ね
ら

れ
た
と
き
、
ブ
ー
レ
ー
ズ
は
こ
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

　

私
は
、
い
く
つ
か
の
要
素
を
最
後
の
瞬
間
に
確
定
す
る
自
由
の
残
さ
れ
て
い

る
よ
う
な
、
総
合
的
な
譜
面
を
手
に
入
れ
た
い
の
で
す
。
そ
う
な
れ
ば
、
些
細

な
こ
と
だ
け
で
な
く
、
複
雑
な
状
況
で
も
と
っ
さ
に
決
定
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。
譜
面
に
記
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が
演
奏
の
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
は
じ

め
て
実
際
に
混
ざ
り
合
い
、
そ
の
結
果
、
あ
る
一
定
の
形
式
を
と
っ
た
ひ
と
つ

の
出
来
事
が
、
そ
れ
を
現
実
に
も
ち
た
い
と
思
う
ま
さ
に
そ
の
瞬
間
に
生
じ
る
、

そ
ん
な
譜
面
を
私
は
思
い
描
い
て
い
ま
す
。﹇
…
﹈
そ
の
際
、
私
に
と
っ
て
重
要

な
の
は
、
構
成
に
関
わ
る
構
造
が
維
持
さ
れ
て
い
て
、
し
か
も
あ
ら
か
じ
め
固



1 8 7

定 さ れ た 形 式 に 拘 束 さ れ な い と い う こ と で す 。

﹇ … ﹈

　

﹇ … ﹈

音 楽 に お け る 時 間 概 念 は 、 偶 然 、 つ ま り ひ と つ の 譜 面 を そ の

度 に 変 え る よ う な 些 細 な 事 柄 と も 関 係 づ け ら れ て い ま す 。

﹇ … ﹈

そ

れ は 、 柔 軟 に 加 工 で き る 生 地 み た い な も の で す 。 そ う し た 時 間 概念 、  そ う し た 時 間 の 生 き 生 き と し た 特 性 、  そ れ こ そ が 、  私 に と っ て は 、音 楽 に お け る も っ と も 大 切 な も の な の で す 。

¹³

　

ブ ー レ ー ズ は 、 現 代 の 音 楽

44444

と は 始 め か ら 終 わ り ま で 決 め ら れ た ひ と

つ の 道 筋 ＝ 時 間 に 沿 っ て 進 む 「 物 語 」 で は な い こ と を 繰 り 返 し 主 張 して き た 。 ブ ー レ ー ズ の 論 じ る 「 音 楽 時 間 」 の 理 念 は 、 か っ て の 「 開 かれ た 作 品 」 の 理 念 と 呼 応 し な が ら 、 コ ン ピ ュ ー タ を 介 し た リ ア ル ・ タイ ム に よ る 電 子 的 変 容 の な か に 、 そ れ を 実 現 さ せ る 新 た な 葉 脈 を 探 し当 て る の で あ る 。 な ら ば 、 リ ア ル ・ タ イ ム に 変 化 さ せ る こ と の で き る音 楽 プ ロ グ ラ ミ ン グ と は 何 か 。 そ れ は 、 プ ロ グ ラ ミ ン グ 作 業 と そ の 結果

 
̶

̶ つ ま り ス コ ア を 書 く こ と と そ の 音 が 鳴 る こ と

 
̶

̶ が 同 時 に 進

行 す る 「 イ ン タ ラ ク テ ィ ブ 」 性 と い う 考 え 方 に よ っ て 実 現 さ れ る こ とに な る だ ろ う 。 以 上 の 二 点 、 リ ア ル ・ タ イ ム に よ る 音 響 処 理 技 術 と イン タ ラ ク テ ィ ブ な 音 楽 プ ロ グ ラ ミ ン グ 環 境 に つ い て

 I
R

C
A

M で な さ れ

た 研 究 を 順 に 見 て い こ う 。■　

４
Ｘ 、 Ｉ

Ｓ Ｐ Ｗ

　

イ タ リ ア の 原 子 物 理 学 者 ジ ュ ゼ ッ ペ ・ デ ィ ＝ ジ ュ ニ オ

 
Gi

us
e
p
p
e 

Di 

Gi
u
g

n
o

 は 、 核 物 理 学 で 学 位 論 文 を 出 し た 後 、 ナ ポ リ 大 学 で 働 い て い た 。

ウ ォ ル タ ー  ・  カ ー ロ ス

 
Walt

er 
C
arl

os が 発 表 し た レ コ ー ド  《 ス ウ ィ ッ チ ト  ・

オ ン ・ バ ッ ハ 》

S
wit

c
h
e

d-
o

n 
B
a
c

h (
1
9

6
8) で の 電 子 音 響 や 、 音 響 工 学 の 第

一 人 者 ロ バ ー ト ・ ム ー グ

 R
o
b
ert 

M
o
o
g
 が 開 発 し た シ ン セ サ イ ザ ー に 触 発

さ れ て 、 自 ら も ム ー グ 式 の 電 子 楽 器 の 製 作 を 始 め る 。 だ が 楽 器 奏 者 でな か っ た 彼 は 、 鍵 盤 以 外 の 方 法 で 電 子 音 響 を 制 御 す る 方 法 の ほ う が 有効 で あ る と 考 え 、 コ ン ピ ュ ー タ ー に よ っ て 直 接 制 御 さ れ た シ ン セ サ イザ ー 、 ひ い て は デ ジ タ ル で コ ン ト ロ ー ル す る オ シ レ ー タ ー と い う ア イデ ア を 考 え る こ と に な る 。

¹⁴　

結 果 的 に 言 え ば 、 音 楽 家 が 自 分 の 演 奏

に リ ア ル ・ タ イ ム に 追 従 す る 電 子 音 響 シ ス テ ム を 求 め た こ と と 言 わ ば反 対 の 道 筋 で 、 物 理 学 者 で あ っ た 彼 は 非 音 楽 家 に で も 電 子 音 響 を リ アル ・ タ イ ム で 操 作 で き る シ ス テ ム の 開 発 と い う 着 想 に 行 き 着 い た の だ 。一 九 七 二 年 、 彼 は 核 物 理 学 の 研 究 と は ま っ た く 別 に 、 独 力 で

 
P

D
P-

5
0 

を ホ ス ト に し た 一 六 オ シ レ ー タ の シ ス テ ム を 制 作 す る 。
　

こ う し て 、 さ ら に 電 子 音 楽 シ ス テ ム の 制 作 に の め り 込 ん だ 彼 は 、 イ
タ リ ア 原 子 物 理 学 研 究 所 を 辞 め て 独 力 で 研 究 を 進 め て い た 。 だ が

 

I
R

C
A

M が 始 動 を 目 前 に ひ か え た 一 九 七 五 年 、 電 子 音 響 部 門 デ ィ レ ク

タ ー の ベ リ オ が 彼 に 声 を か け る 。  「 私 の 仕 事 が ル チ ア ー ノ ・ ベ リ オ の 耳に 届 い た の で し た 。 彼 は
 I

R
C

A
M の 電 子 音 響 部 門 の デ ィ レ ク タ ー に 就

い た ば か り の 頃 で 、 と あ る 重 要 な シ ン セ サ イ ザ ー 開 発 の た め の 人 間 を捜 し て い た の で す 。 七 五 年 の 春 に ベ リ オ は マ ッ ク ス ・ マ シ ュ ー ズ

 
M
a
x 

M
at

h
e

ws

（ 当 時 は

 I
R

C
A

M の 学 術 顧 問 ）

を 紹 介 し て く れ て 、  そ の 彼 が 私 に 『 コ

ン ピ ュ ー タ ・ ミ ュ ー ジ ッ ク の テ ク ノ ロ ジ ー 』

T
h
e 

T
e
c

h
n
ol

o
g
y 

of 
C

o
m
p
ut

er 
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M
usic (1969) 

を
く
れ
た
の
で
す
。
フ
ル
・
デ
ジ
タ
ル
な
音
楽
マ
シ
ン
を
作
る
こ
と
、

そ
し
て
そ
の
マ
シ
ン
の
な
か
で
〈
リ
ア
ル
・
タ
イ
ム
〉
で
情
報
が
や
り
取
り
で
き

る
こ
と
の
重
要
性
が
、
そ
れ
を
読
ん
で
み
て
初
め
て
分
か
り
ま
し
た
。」¹⁵

　

一
九
七
〇
年
代
後
半
、
世
界
で
初
め
て
商
用
化
さ
れ
た D

SP (D
igital Signal 

Processor) 

シ
ス
テ
ム D

M
X-1000 

が
ア
メ
リ
カ
で
開
発
さ
れ
た
。
そ
れ
以
来
、

D
SP 

は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
利
用
す
る
作
曲
家
や
研
究
者
に
と
っ
て
も
っ
と
も
重
要

な
演
算
ユ
ニ
ッ
ト
と
な
る
。
ジ
ュ
ニ
オ
が IRCA

M
 

に
来
た
の
は
七
七
年
。
彼
を

は
じ
め
と
す
る
チ
ー
ム
に
よ
っ
て VA

X 

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
ホ
ス
ト
・
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
と
す
る
新
た
な D

SP 

シ
ス
テ
ム
の
開
発
が
開
始
さ
れ
る
。4A 4B 4C1 4C2 

と
試
作
マ
シ
ン
が
開
発
さ
れ
る
に
つ
れ
、
巨
大
な
オ
シ
レ
ー
タ
ー
群
の
製
作
と
し

て
始
ま
っ
た
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
（4A 
は
一
二
八
オ
シ
レ
ー
タ
、4X 

は
一
〇
〇
〇
オ
シ

レ
ー
タ
）、
徐
々
に
リ
ア
ル
・
タ
イ
ム
で
デ
ジ
タ
ル
信
号
処
理
を
実
現
す
る
マ
シ
ン

と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
て
、
八
一
年
に 4X

（
カ
ト
ル
・
イ

ク
ス
）
が
誕
生
す
る
。4X 

に
よ
っ
て
歴
史
上
初
め
て
、
リ
ア
ル
・
タ
イ
ム
に
よ
る

音
響
合
成
や
楽
器
音
の
変
形
と
い
っ
た
演
算
が
、
実
用
レ
ベ
ル
で
可
能
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
し
て
同
年
、4X 

の
能
力
を
存
分
に
活
用
し
て
ブ
ー
レ
ー
ズ
の
電
子

音
響
音
楽
の
傑
作
《
レ
ポ
ン
》
が
発
表
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

　

4X 

は
そ
の
後
も
改
良
を
重
ね
ら
れ
て
い
く
。
大
型
の
ス
ー
パ
ー
・
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
を
基
盤
シ
ス
テ
ム
と
し
て
い
た 4X 

は
次
第
に
小
型
化
の
方
向
へ
と
向
か
い
、

八
九
年
か
ら
は
、
よ
り
パ
ワ
フ
ル
な
シ
ス
テ
ム
の
開
発
が
検
討
さ
れ
る
。
そ
し
て

九
一
年
に N
eX
T 

社
の
マ
イ
ク
ロ
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
ホ
ス
ト
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

と
し
た
、
新
型
の
シ
ス
テ
ム ISPW

 (IRCA
M
 Signal Processing W

orkstation) 

が

完
成
す
る
。¹⁶　

こ
う
し
て 4X 

は
そ
の
歴
史
的
役
目
を
終
え
た
の
で
あ
っ
た
。

■　

M
A
X

　

さ
て
、
リ
ア
ル
・
タ
イ
ム
・
デ
ジ
タ
ル
信
号
処
理
マ
シ
ン 4X 

に
つ
い
て
述
べ

て
き
た
が
、
そ
の 4X 

を
制
御
す
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
も
ま
た
、4X 

と
と
も
に
発
展

し
て
い
た
。（
実
際
の
と
こ
ろ
、4X 

の
よ
う
な
大
規
模
な
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
か
ら
、

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
開
発
へ
と IRCA

M
 

は
研
究
の
比
重
を
シ
フ
ト
さ
せ
て
い
っ
た
経
緯
が
あ
る
。）　

そ

こ
で
核
と
な
っ
た
の
が 4X 

を
制
御
す
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
で
あ
る
。

　

 

一
九
八
〇
年
代
中
頃
の IRCA

M
 

に
は
、「
エ
ス
キ
ス
」
や
「
パ
ッ
チ
・
ワ
ー

ク
」
と
い
っ
た
、
作
曲
支
援
目
的
で
使
わ
れ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
活
用
さ
れ
始
め
て

い
た
。
な
か
で
も
数
学
者
ミ
ラ
ー
・
パ
ケ
ッ
ト
に
よ
る
「
パ
ッ
チ
・
ワ
ー
ク
」
は
、

リ
ア
ル
・
タ
イ
ム
な
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
を
可
能
と
し
、
ま
た
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
指
向

に
よ
る
グ
ラ
フ
ィ
カ
ル
な
操
作
を
可
能
と
す
る
、
斬
新
な
音
楽
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ

言
語
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
さ
ら
に
改
良
し
た
も
の
が
「M

A
X

（
マ
ッ
ク
ス
）」
で
あ
る
。

M
A
X 

は
当
初
、4X 

を
リ
ア
ル・タ
イ
ム
で
制
御
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
フ
ィ

リ
ッ
プ
・
マ
ヌ
リ
と
ミ
ラ
ー
・
パ
ケ
ッ
ト
の
共
同
作
業
に
よ
っ
て
開
発
さ
れ
、
そ

の
後 N

eX
T+ISPW

 

と M
acintosh 

の
環
境
に
向
け
て
も
開
発
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。¹⁷

　

M
A
X 

の
特
徴
を
言
葉
で
述
べ
る
こ
と
は
難
し
い
。
ま
ず
、
作
曲
や
音
響
合
成

な
ど
、
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
に
必
要
な
あ
ら
ゆ
る
機
能
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
細
か
な
機

能
単
位
に
モ
ジ
ュ
ー
ル
化
さ
れ ̶

̶

「
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
呼
ば
れ
る ̶

̶
 

コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
の
画
面
上
で
は
矩
形
の
小
さ
な
ア
イ
コ
ン
で
視
覚
化
さ
れ
る
。
こ
れ

を
マ
ウ
ス
に
よ
っ
て
、
部
品
の
よ
う
に
並
べ
、
さ
ら
に
は
そ
の
配
線
な
ど
を
設
計

し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、目
的
と
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
形
作
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

そ
う
い
っ
た
「
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
」
お
よ
び
そ
の
配
線
状
況
は
、
接
続
さ
れ
た
ハ
ー



1 8 9

ド ウ ェ ア と 連 動 し て リ ア ル ・ タ イ ム に 動 作 し て お り 、 そ の 結 果 の い ちい ち を 同 時 に 確 認 し な が ら 、 イ ン タ ラ ク テ ィ ブ に 作 曲 作 業 を 進 め る こと が で き る 。
　

M
A

X 

が 、 た ん に

 
4

X や

 I
S

P
W の 制 御 に と ど ま ら な い 可 能 性 を も つ

こ と を 簡 単 に 述 べ て お こ う 。 ま ず 、

M
A

X 

は 、 視 覚 的 な オ ブ ジ ェ ク ト

の 操 作 に よ っ て 音 楽 的 な 構 築 を 可 能 に し て い る こ と か ら 、 こ れ ま で は楽 譜 を 前 提 と し た 音 楽 の エ ク リ チ ュ ー ル が 変 わ る と い う 点 を 指 摘 で きる 。 楽 譜 は 、 作 曲 者 が 五 線 譜 と い う グ リ ッ ド に 情 報 を 書 き 込 み 、 演 奏者 が 読 む も の で あ る 。 だ が 、

M
A

X 

に お い て は 、 オ ブ ジ ェ ク ト と い う 部

品 と そ の 接 続

 
̶

̶ す な わ ち プ ロ グ ラ ミ ン グ さ れ る 関 数 の 視 覚 的 な マ ト

リ ク ス

 
̶

̶ が 、 実 質 的 に そ の 音 楽 作 品 の 譜 面 の 役 割 を 担 っ て い る 。 つ

ま り 確 定 し た 音 符 を 楽 譜 に 書 き 込 む の で は な く 、 コ ン ピ ュ ー タ の 画 面に オ ブ ジ ェ ク ト の 回 路 を 設 計 す る こ と が 、 楽 譜 を 書 く こ と と 同 義 に なる の で あ る 。 こ れ は ア ル ゴ リ ズ ム 作 曲 の 手 段 と し て 特 に 有 効 な 方 法 であ る 。 ま た 別 の 可 能 性 は 、 プ ロ グ ラ ム 環 境 の な か で 、 あ ら ゆ る 機 能 がオ ブ ジ ェ ク ト と し て 部 品 化 さ れ て い る こ と か ら 、 ま っ た く 別 の 機 能 を持 っ た 部 品 を 後 か ら 柔 軟 に 付 け 足 す こ と が で き る こ と で あ る 。 そ れ は音 楽 や 音 響 に 関 す る 機 能 や パ ラ メ ー タ に 限 ら れ な い 。 た と え ば 映 像 を操 作 す る 機 能 を 持 っ た オ ブ ジ ェ ク ト 、 照 明 を 操 作 す る 機 能 を 持 っ た オブ ジ ェ ク ト 、 こ う し た も の を 部 品 と し て 組 み 込 め ば 、 す べ て

M
A

X

の

環 境 の な か で 接 続 し 、 そ れ ら を 統 一 し て 処 理 す る こ と が で き る 。 す なわ ち 、 音 楽 に 限 ら な い さ ま ざ ま な 要 素 を 組 み 合 わ せ て 、 複 合 的 な 作 品（ ミ ッ ク ス ト  ・  メ デ ィ ア ）

を

 
̶

̶ オ ブ ジ ェ ク ト へ の 操 作 を 一 貫 し た ま ま

 
̶

̶ 

構 築 す る こ と と が 可 能 で あ る の だ 。  か っ て ブ ー レ ー ズ が  「 セ リ ー 」  に よ っ

て 音 楽 の あ ら ゆ る 要 素 を パ ラ メ ー タ と し て コ ン ト ロ ー ル し よ う と し たこ と か ら 三 〇 年 が 経 ち 、  今 や コ ン ピ ュ ー タ の 中 の  「 オ ブ ジ ェ ク ト 」  に よ って あ ら ゆ る パ ラ メ ー タ を 処 理 す る 試 み が 生 ま れ た の だ 。
　

こ の よ う に 、 音 楽 と コ ン ピ ュ ー タ の 間 の 緊 密 な 相 互 作 用 の 探 究 は 、
ブ ー レ ー ズ の 取 り 組 み を 先 便 と し つ つ 、

I
R

C
A

M の な か で 広 が り を 見 せ

て い る 。 ジ ャ ン ＝ ク ロ ー ド  ・  リ セ 、  フ ィ リ ッ プ  ・  マ ヌ リ 、  ト リ ス タ ン  ・  ミ ュラ イ ユ 、 ユ グ ・ デ ュ フ ー ル 、 ジ ラ ー ル ・ グ リ ゼ ー 、 マ ル ク ＝ ア ン ド レ ・ダ ル バ ヴ ィ 、 ヴ ィ ン コ  ・  グ ロ ボ カ ー ル 、 カ イ ヤ  ・  サ ー リ ア ホ と い っ た

（ 日

本 で は ま ず 紹 介 さ れ る こ と の な い ）

音 楽 家 た ち の 存 在 は 、 も は や フ ラ ン ス 現

代 音 楽 の 矜 持 を な す 一 つ の 層 を な し て い る と 言 え る だ ろ う 。 彼 ら の よう に

I
R

C
A

M

を 活 動 の 拠 点 と し た 作 曲 家 だ け で は な い 。 た と え ば

 
M

A
X 

は 、 パ ー ソ ナ ル ・ コ ン ピ ュ ー タ と ネ ッ ト ワ ー ク の 普 及 と と も に 世 界 中の 実 験 的 な 音 楽 活 動 の 現 場 に 浸 透 し て い る 。 こ の よ う に 、

I
R

C
A

M の 音

楽 科 学 で の 成 果 が 未 来 の 音 楽 文 化 に と っ て 欠 か せ な い も の と な っ た こと は 、 疑 い を 得 な い と 言 え る だ ろ う 。 そ し て ブ ー レ ー ズ は 、 こ の 新 しい 研 究 所 が 軌 道 に 乗 っ た と 判 断 す る 一 九 九 一 年 に 辞 任 す る ま で 、 所 長と し て

 I
R

C
A

M 運 営 を 任 を 果 た し 続 け た の で あ っ た 。
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MAX (+MSP)

■　
《
レ
ポ
ン
》

　

ブ
ー
レ
ー
ズ
の
《
レ
ポ
ン
》Répons (1981-84-88) 

は
、4X 
と
と
も
に
生
ま
れ
、

ま
た
八
〇
年
代
の IRCA

M
 

と 4X 

を
象
徴
す
る
作
品
で
も
あ
る
。
こ
の
「
レ
ポ

ン
」
と
は
、中
世
の
音
楽
形
式
で
あ
る
「
応
唱
」
を
意
味
し
て
い
る
。
ソ
ロ
が
歌
っ

た
あ
と
合
唱
が
応
え
て
歌
う
と
い
う
元
来
の
意
味
を
敷
衍
し
て
、
個
人
と
し
て
の

ソ
リ
ス
ト
と
ソ
リ
ス
ト
、
ソ
リ
ス
ト
と
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
、
ソ
リ
ス
ト
と
電
子
音
響
、

と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
「
応
唱
」
の
関
係
性
が
《
レ
ポ
ン
》
の
な
か
で
構
築
さ
れ

て
い
く
。
さ
ら
に
は
音
楽
的
素
材
も
、
そ
の
相
互
作
用
の
な
か
に
複
雑
な
変
容
を

展
開
す
る
。
と
も
あ
れ
、
ま
ず
は
こ
の
作
品
の
空
間
的
な
形
態
か
ら
確
認
し
、
ど

の
よ
う
な
「
応
唱
」
が
、
ソ
リ
ス
ト
お
よ
び
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
そ
し
て
電
子
音
響
の

あ
い
だ
で
交
わ
さ
れ
る
の
か
を
考
え
よ
う
。
そ
の
後
で
音
楽
的
素
材
内
部
に
お
け

る
「
応
唱
」
に
つ
い
て
も
分
析
す
る
。

　

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
は
ホ
ー
ル
の
中
央
の
舞
台
に
設
置
さ
れ
る
。
こ
れ
は
電
子
的
な

加
工
を
受
け
な
い
生
の
音
で
あ
る
。
こ
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
を
取
り
囲
ん
で
観
客
が

位
置
し
、
観
客
の
外
周
、
す
な
わ
ち
ホ
ー
ル
の
隅
に
六
人
の
ソ
リ
ス
ト
が
配
置
す

る
。
ソ
リ
ス
ト
の
内
訳
は
、
ピ
ア
ノ
、
ピ
ア
ノ
＋
電
子
オ
ル
ガ
ン
、
ハ
ー
プ
、
ツ
ィ

ン
バ
ロ
ン
、
ヴ
ィ
ブ
ラ
フ
ォ
ン
、
シ
ロ
フ
ォ
ン
＋
グ
ロ
ッ
ケ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ル
で
あ

る
。
こ
れ
ま
で
も
《
プ
リ
・
ス
ロ
ン
・
プ
リ
》
や
《
エ
ク
ラ
》
で
使
わ
れ
た
、̶

̶

い
か
に
も
ブ
ー
レ
ー
ズ
好
み
の ̶

̶
 

共
鳴
性
が
強
く
、
豊
か
な
残
響
を
引
き
起

こ
す
楽
器
で
あ
る
。
彼
ら
ソ
リ
ス
ト
の
音
は 4X

（
後
に
は ISPW

）
に
よ
っ
て
リ
ア

ル
・
タ
イ
ム
に
加
工
変
形
さ
れ
、
ホ
ー
ル
内
の
各
所
に
置
か
れ
た
ス
ピ
ー
カ
か
ら

発
さ
れ
る
。
ま
た
、
前
も
っ
て
合
成
さ
れ
録
音
さ
れ
た
音
も
同
時
に
使
わ
れ
て
い

る
。
録
音
さ
れ
た
電
子
音
は
、ソ
リ
ス
ト
の
演
奏
す
る
音
が
一
定
の
強
さ
満
た
す
と
、

自
動
的
に
発
せ
ら
れ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
ス
ピ
ー
カ
ー
は
、
観

客
を
取
り
囲
む
よ
う
に
し
て
、
ホ
ー
ル
の
外
周
部
や
中
央
部
に
数
多
く
配
置
さ
れ

て
お
り
、
し
た
が
っ
て
各
ス
ピ
ー
カ
ー
を
飛
び
交
う
音
は
、
そ
の
空
間
的
な
運
動

性
が
き
わ
め
て
強
烈
に
印
象
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
楽
器
の
反
響
が
電
子
的

に
加
工
さ
れ
、
さ
ら
に
反
響
を
深
め
な
が
ら
ホ
ー
ル
内
の
ス
ピ
ー
カ
ー
を
駆
け
巡

る
さ
ま
が
想
像
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、そ
の
電
子
的
変
形
の
内
容
そ
の
も
の
は
、

け
っ
し
て
斬
新
な
も
の
で
は
な
い
。
リ
ン
グ・モ
ジ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
、デ
ィ
レ
イ
（
延

滞
さ
せ
た
音
を
付
加
さ
せ
る
こ
と
で
、
リ
ズ
ム
や
残
響
を
操
作
す
る
こ
と
が
で
き
る
）、
あ
ら
か
じ

め
録
音
さ
れ
た
音
の
再
生
、
こ
う
し
た
項
目
そ
れ
自
体
が
目
新
し
い
の
で
は
な
く
、

そ
の
規
模
と
緻
密
さ
が
、《
レ
ポ
ン
》
の
重
要
な
特
徴
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

実
際
の
と
こ
ろ
、
規
模
の
大
き
さ
、
そ
し
て
錯
綜
し
た
「
応
唱
」
と
い
う
特
質

は
、
こ
の
作
品
の
指
揮
法
を
き
わ
め
て
特
異
な
も
の
に
し
て
い
る
。
指
揮
者
（
で
あ
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る
ブ
ー
レ
ー
ズ
）
は
、
ホ
ー
ル
の
中
心
に
立
ち
、
近
く
に
陣
取
る
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
と
、

遠
く
に
い
る
ソ
リ
ス
ト
た
ち
の
双
方
に
独
立
し
て
指
揮
を
送
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
ブ
ー
レ
ー
ズ
は
《
レ
ポ
ン
》
の
指
揮
法
を
次
の
よ
う
に
設
定
し
た
。
す
な
わ
ち
、

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
に
た
い
し
て
は
通
常
通
り
に
拍
を
与
え
て
指
揮
を
と
る
が
、
ソ
リ

ス
ト
た
ち
に
は
、あ
る
種
の
キ
ュ
ー
の
み
を
送
る
。
か
っ
て《
エ
ク
ラ
》や《
リ
テ
ュ

エ
ル
》
で
行
わ
れ
た
手
法 ̶

̶
 

複
数
の
時
間
的
マ
ト
リ
ク
ス
の
共
存 ̶

̶
 

と
同

様
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
ソ
リ
ス
ト
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
テ
ン
ポ
で
演
奏
し
、

中
央
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
た
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
と
並
立
し
て
行
動
す
る
こ
と
に
な

る
。
つ
ま
り
、
指
揮
者
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
る
側
面
と
、
演
奏
家
が
自

由
に
振
る
舞
う
側
面
の
、
二
つ
の
側
面
が
生
み
出
さ
れ
る
の
だ
。
こ
う
し
た
複
数

の
持
続
の
層
を
堆
積
さ
せ
る
空
間
的
・
時
間
的
概
念
は
こ
れ
ま
で
の
ブ
ー
レ
ー
ズ

の
思
想
か
ら
も
指
摘
で
き
る
が
、《
レ
ポ
ン
》
で
は
「
応
唱
」
の
名
の
下
に
、
そ
れ

が
徹
底
化
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ソ
リ
ス
ト
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
、
電
子

機
器
、
そ
し
て
指
揮
者
の
、
四
者
の
錯
綜
と
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
機
能

さ
せ
る
こ
と
が
こ
の
作
品
の
も
っ
と
も
興
味
深
い
特
徴
を
な
し
て
い
る
。ブ
ー
レ
ー

ズ
は
《
レ
ポ
ン
》
に
お
け
る
指
揮
者
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
こ
う
述
べ
る
。

　

演
奏
家
と
指
揮
者
の
つ
な
が
り
を
よ
り
し
な
や
か
に
し
、
あ
る
意
味
で
は
そ

れ
を
よ
り
創
造
的
な
も
の
に
す
る
。
こ
れ
が
私
の
こ
だ
わ
り
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
。

ひ
と
つ
の
指
揮
が
あ
っ
て
そ
れ
が
た
え
ず
グ
ル
ー
プ
を
従
属
さ
せ
る
こ
と
、
そ

れ
は
必
要
な
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
そ
れ
は
無
限
に
は
変
化
し
な
い
。
そ

れ
よ
り
も
私
が
関
心
を
も
っ
て
い
る
の
は
、
秩
序
を
与
え
た
り
無
く
さ
せ
た
り
、

緩
め
た
り
再
び
捕
え
た
り
、
そ
れ
を
好
む
よ
う
に
で
き
る
こ
と
だ
。
こ
の
よ
う

に
し
て
集
合
的
な
時
間
の
構
築
が
で
き
る
し
、
そ
れ
は
個
人
的
に
も
な
る
し
、

ま
た
集
合
的
に
も
な
る
。
グ
ル
ー
プ
の
な
か
で
集
合
的
な
も
の
と
個
人
的
な
も

の
と
の
関
係
性
が
可
変
的
な
こ
と
は
、
音
楽
の
さ
ま
ざ
ま
な
次
元
を
と
て
も
豊

か
に
す
る
。¹⁸

　

結
果
と
し
て
、
音
楽
の
ど
の
よ
う
な
次
元
が
活
性
化
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
リ
ズ
ム
の
不
均
衡
性
で
あ
る
。
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
、
ソ
リ
ス
ト
、
電
子
音
の

あ
い
だ
で
重
ね
合
わ
さ
れ
る
リ
ズ
ム
は
、
と
く
に
音
楽
の
速
度
が
上
が
る
と
、
一

方
か
ら
他
方
を
区
別
す
る
こ
と
が
不
可
能
と
な
る
。
添
加
さ
れ
る
電
子
的
な
変
調

と
も
相
ま
っ
て
、
そ
こ
に
は
特
有
の
光
沢
、
モ
ア
レ
の
よ
う
な
現
象
が
ひ
き
お
こ

さ
れ
、全
体
が
シ
ン
ク
ロ
ナ
イ
ズ
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
知
覚
を
与
え
る
。
つ
ま
り
、

個
々
の
リ
ズ
ム
の
形
態
と
い
う
次
元
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
ひ
と
つ
の
巨
大
な
音

色
の
運
動
と
し
て
知
覚
さ
れ
る
の
だ
。
そ
れ
が
多
数
の
ス
ピ
ー
カ
ー
と
の
連
動
に

よ
っ
て
、
空
間
そ
の
も
の
が
ひ
と
つ
の
音
色
と
溶
け
合
う
…
、
こ
れ
が
《
レ
ポ
ン
》

の
狙
い
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
個
々
の
音
は
ひ
と
つ
の
音
色
へ
と
結
び
つ

き
、
し
か
も
、
そ
の
内
部
に
は
つ
ね
に
無
数
の
音
の
差
異
が
展
開
し
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
、
未
分
化
で
総
体
と
し
て
知
覚
さ
れ
る
音
と
、
分
化
し
て
微
細
な
差
異

の
飛
沫
を
発
散
さ
せ
る
音
の
双
方
が
、
空
間
と
渾
然
一
体
と
な
っ
た
運
動
の
な
か

に
浮
か
び
上
が
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
ま
る
で
、
か
っ
て
ト
ー
タ
ル
・
セ
リ
ア
リ
ズ
ム
の
嚆
矢
と
な
る
べ
き
で

4

4

4

4

4

あ
っ
た

4

4

4

一
九
五
一
年
の
《
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
Ｘ
》
が
試
み
よ
う
と
し
て
失
敗
し
た
ポ

リ
フ
ォ
ニ
ー
を
、
電
子
音
響
の
手
を
借
り
て
再
び
行
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

¹⁹　

す
べ
て
の
音
楽
要
素
を
セ
リ
ー
に
還
元
し
、
そ
の
セ
リ
ー
を
網
の
目
の
よ
う

に
複
雑
に
絡
み
合
わ
せ
て
、
ひ
と
つ
の
差
異
が
ま
た
新
た
な
差
異
を
引
き
起
こ
し

て
い
く
よ
う
な
変
化
に
つ
ぐ
変
化
を
組
織
す
る
こ
と
。
か
っ
て
の
ア
イ
デ
ア
が
こ
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こ
で
電
子
的
変
容
の
助
け
を
借
り
て
意
気
揚
々
と
盛
り
込
ま
れ
、
あ
ら
ゆ
る
音
楽

的
な
パ
ラ
メ
ー
タ
が
、「
爆
発
的
」
に
拡
大
す
る
形
式
の
た
ま
さ
か
の
成
分
と
し
て

組
織
化
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
て
、
ス
ピ
ー
カ
ー
や
演
奏
者
の
空
間
的
配
置
が
問
題
と
な
る
た
め
、
ホ
ー
ル

の
設
計
や
設
備
は
《
レ
ポ
ン
》
の
演
奏
の
た
め
の
重
要
な
条
件
で
あ
り
、
ま
た
エ

ン
ジ
ニ
ア
の
存
在
も
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
要
因
と
な
る
。
ス
テ
ー
ジ
の
背
後

に
は
、
数
百
本
の
ケ
ー
ブ
ル
に
よ
っ
て
配
線
さ
れ
た
機
器
、
さ
ら
に
、
そ
れ
を
操

作
す
る
エ
ン
ジ
ニ
ア
た
ち
が
控
え
、
機
器
の
改
良
（M

ID
I

ピ
ア
ノ
の
導
入
な
ど
）
に

よ
っ
て
次
第
に
シ
ス
テ
ム
は
簡
素
化
さ
れ
て
い
く
に
せ
よ
、
こ
の
作
品
は
ま
さ
に
、

IRCA
M

の
技
術
陣
と
の
共
同
作
業
の
結
晶
な
の
で
あ
っ
た
。

　
＊　
＊　
＊

　

こ
こ
ま
で IRCA

M
 

に
お
け
る
先
端
研
究
と
《
レ
ポ
ン
》
の
関
係
に
つ
い
て
外

面
か
ら
考
察
し
て
き
た
。
つ
ぎ
に
音
楽
的
な
内
面
に
つ
い
て
検
証
し
よ
う
。
第
一

楽
章
〈
序
奏
〉
と
第
二
楽
章
〈
セ
ク
シ
ョ
ン
Ⅰ
〉
は
、《
レ
ポ
ン
》
を
特
徴
づ
け
る

新
機
軸
が
表
明
さ
れ
て
い
る
も
っ
と
も
興
味
深
い
楽
章
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
冒
頭

部
の
こ
の
二
つ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
《
レ
ポ
ン
》
の
音
素
材
の
内
容
に
つ
い
て
分

析
し
、
そ
れ
が
作
品
の
内
部
で
ど
の
よ
う
な
「
応
唱
」
を
交
わ
し
て
い
る
の
か
を

考
察
す
る
。

　

ま
ず
第
一
楽
章
を
と
り
あ
げ
よ
う
。《
レ
ポ
ン
》
で
は
、
五
つ
の
基
本
的
な
和
音

が
存
在
し
て
い
る
。(Fig.1)　

こ
の
五
つ
の
和
音
が
、
冒
頭
の
た
っ
た
二
小
節
の
な

か
に
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
の
順
番
で
登
場
す
る
。
こ
こ
で
「
素
材
」
を
一
挙
に
提
示
し
て

し
ま
お
う
と
す
る
意
図
が
読
み
取
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
和
音
は
、
そ
の
後
、
順
番

を
変
え
な
が
ら
、
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
て
い
る
。²⁰　

こ
の
和
音
が
、
い
わ
ば
《
レ

ポ
ン
》
の
音
響
の
推
移
に
類
型
性
を
与
え
る
「
エ
ン
ベ
ロ
ー
プ
（
外
皮
）」
と
な
る
。

²¹　

こ
の
五
つ
の
和
音
の
特
徴
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
こ
う
。
和
音
Ⅰ
お
よ
び

Ⅳ
は
、と
も
に
短
三
度
（
半
音
三
つ
）
の
音
程
差 (

移
高 transposition) 

の
二
つ
の
ピ
ッ

チ
・
ク
ラ
ス
（
音
高
の
集
合
）
が
重
な
っ
た
も
の (

併
置 juxtaposition) 

で
あ
り
、
和

音
Ⅱ
お
よ
び
Ⅲ
は
、
と
も
に
長
二
度
（
半
音
二
つ
）
の
音
程
差
を
持
っ
た
ピ
ッ
チ
・

ク
ラ
ス
が
重
な
っ
た
も
の
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
。²²　

　

○Fig.1　
《
レ
ポ
ン
》　
基
本
和
音

　
　
　

和音：　I II III IV V

　
　
　

和音Ⅰ ［G# A D F G Bb E］：
　　　　　　　［G# D G E］̶短三度音程→［A F Bb G］
和音Ⅱ ［G E F# G# D F Bb］：
　　　　　　　［E F# G# D F］̶長二度音程→［G# G# Bb E G］
和音Ⅲ　［B G# C# E Bb C F#］：
　　　　　　　［B E Bb F#］̶長二度音程→［C# F# C G#］
和音Ⅳ　［G# B C# Bb C E A］：
　　　　　　　［G# C# Bb A］̶短三度音程→［C E C# C］
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一
方
で
和
音
Ⅴ
は
、上
述
し
た
二
種
類
の
音
程
を
包
括
し
て
い
る
。
順
に
長
二
度
、

短
三
度
、
完
全
四
度
（
長
二
度
＋
短
三
度
）
の
音
程
を
も
つ
セ
リ
ー
﹇G

 A C F

﹈
を

基
準
と
し
て
見
立
て
て
、
さ
ら
に
そ
の
音
程
関
係
を
維
持
し
つ
つ
、
最
低
音
を G

 
A C F 

と
順
に
ず
ら
し
て
い
く
。
こ
う
し
て
得
ら
れ
る
四
つ
の
和
音
を
合
計
す
る

と
得
ら
れ
る
の
が
和
音
Ⅴ
な
の
で
あ
る
。²³　

和
音
Ⅴ
に
は
強
い
演
繹
性
が
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

　

○Fig.2　
《
レ
ポ
ン
》　
和
音
Ⅴ
の
構
図

　
　
　
　

（　　）

　

こ
う
し
た
点
か
ら
、《
レ
ポ
ン
》
は
、
音
程
関
係
に
強
い
一
貫
性
を
も
た
せ
た
和

音
構
造
を
活
用
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。²⁴　

基
本
と
な
る
素
材
を
演

繹
的
に
形
成
さ
せ
な
が
ら
、
そ
れ
を
作
品
の
な
か
で
発
展
さ
せ
て
活
用
す
る
方
法

は
、ブ
ー
レ
ー
ズ
の
あ
ら
ゆ
る
作
品
に
見
ら
れ
る
重
要
な
特
徴
で
あ
り
、そ
れ
が
《
レ

ポ
ン
》
に
お
い
て
も
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
う
し
た
音
素
材
の
発
展 

̶
̶
 

あ
る
い
は
応
唱
関
係 ̶

̶
 

が
さ
ら
に
興
味
深
い
展
開
を
み
せ
る
の
は
、
電

子
的
介
入
を
受
け
る
第
二
楽
章
で
あ
る
。

　

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
み
が
演
奏
す
る
〈
序
奏
〉
か
ら
、次
に
第
二
楽
章
〈
セ
ク
シ
ョ

ン
Ⅰ
〉
に
視
点
を
移
そ
う
。
こ
の
〈
セ
ク
シ
ョ
ン
Ⅰ
〉
は
、《
レ
ポ
ン
》
の
最
大
の

特
徴
で
あ
る
ソ
リ
ス
ト
と
電
子
機
器
の
「
応
唱
」
に
よ
っ
て
幕
を
開
け
る
。

　

六
人
の
ソ
リ
ス
ト
た
ち
が
和
音
を
ア
ル
ペ
ジ
オ
で
奏
し
な
が
ら
一
挙
に
登
場
す

る〈
セ
ク
シ
ョ
ン
Ⅰ
〉の
冒
頭
部
は
、《
レ
ポ
ン
》の
な
か
で
も
っ
と
も
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ

ク
な
瞬
間
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。こ
の
ア
ル
ペ
ジ
オ
に
起
因
す
る
反
響
は
ホ
ー

ル
を
お
よ
そ
八
秒
間
駆
け
巡
る
。
こ
れ
が 4X 

と M
ATRIX32 

が
初
め
て
使
わ

れ
る
瞬
間
で
あ
る
。M

ATRIX32 

は
ソ
リ
ス
ト
の
音
を
ス
ピ
ー
カ
ー
に
配
信
し
て

い
く
マ
シ
ン
で
、
こ
う
し
た
音
の
拡
散
は
「
空
間
化
」spatialisation 

と
呼
ば
れ
て

い
る
。
そ
の
シ
ス
テ
ム
の
概
要
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
。
ま
ず
、ひ
と
つ
の
音
は
、

そ
の
減
衰
の
段
階
を
四
つ
に
わ
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
個
別
に
四
つ
の
ス
ピ
ー
カ
に
配

信
さ
れ
る
。²⁵　

マ
シ
ン
か
ら
発
す
る
音
は
、
ソ
リ
ス
ト
の
放
つ
音
の
立
ち
上
が

り
の
強
さ
に
応
じ
て
、
そ
の
速
度
が
変
わ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
音

が
強
い
ほ
ど
、そ
の
音
は
速
く
反
響
さ
せ
ら
れ
る
。
と
う
ぜ
ん
楽
器
の
種
類
に
よ
っ

て
音
の
減
衰
の
速
度
は
異
な
る
の
で
、
そ
れ
に
相
応
し
て
、
加
工
さ
れ
る
反
響
の

音
も
変
化
す
る
。²⁶　

こ
う
し
た
複
合
的
な
音
響
処
理
に
よ
る
音
の
変
形
に
よ
っ

て
、
い
わ
ば
空
間
と
一
体
化
し
な
が
ら
、
楽
器
音
と
電
子
音
は
融
合
し
て
い
く
。

　

こ
う
し
て
音
が
一
挙
に
拡
散
し
た
あ
と
、
指
揮
者
は
お
お
よ
そ
等
間
隔
に
ソ
リ

ス
ト
に
「
入
り
」
を
指
定
し
て
、
別
の
和
音
の
ア
ル
ペ
ジ
オ
が
演
奏
さ
れ
始
め
る
。

こ
の
和
音
は
ま
た
別
の
電
子
的
変
形
の
対
象
と
な
る
。
い
く
つ
か
の
和
音
が 4X 

に
メ
モ
リ
さ
れ
、4X 

の
な
か
で
変
調
を
加
え
ら
れ
、
そ
し
て
時
間
を
ズ
ラ
さ
れ
て
、
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ス
ピ
ー
カ
に
配
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。〈
セ
ク
シ
ョ
ン
Ⅰ
〉
の
冒
頭
か
ら
こ
こ
ま

で
、
ア
ル
ペ
ジ
オ
の
役
割
の
大
き
さ
が
目
立
っ
て
い
る
と
言
え
る
が
、
も
ち
ろ
ん

そ
れ
は
、
電
子
的
変
形
に
よ
っ
て
経
験
さ
れ
る
ア
ル
ペ
ジ
オ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

各
ソ
リ
ス
ト
が
演
奏
す
る
ア
ル
ペ
ジ
オ
の
み
な
ら
ず
、4X 

で
の
変
調
（
リ
ン
グ
・
モ

ジ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
）、
デ
ィ
レ
イ
（
延
滞
さ
せ
て
発
す
る
こ
と
）、
空
間
へ
の
配
信
に
よ
っ
て

巻
き
起
こ
さ
れ
る
音
の
空
間
的
・
時
間
的
拡
散
全
体
を
ア
ル
ペ
ジ
オ
は
意
味
し
て

い
る
の
だ
。
こ
の
ア
ル
ペ
ジ
オ
に
つ
い
て
ジ
ェ
ル
ゾ
ー
は
述
べ
る
。「
音
の
デ
ィ
レ

イ
や
周
波
数
変
調
に
よ
っ
て
、
実
際
、
ア
ル
ペ
ジ
オ
の
概
念
（
音
高
と
い
う
音
楽
素
材

を
時
間
的
に
ず
ら
す
と
い
う
こ
と
）
は
、
楽
器
に
た
い
す
る
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
か
ら
、
電

子
的
に
行
な
う
構
築 com

position 
へ
と
移
し
替
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。」²⁷　

音

の
「
応
唱
」
が
、
電
子
的
な
ア
ル
ペ
ジ
オ
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。

　

以
上
、《
レ
ポ
ン
》
に
お
い
て
電
子
音
響
技
術
が
ど
の
よ
う
に
活
用
さ
れ
て
い

る
か
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
こ
の
よ
う
な
リ
ア
ル
・
タ
イ
ム
の
音
響
加
工
の
た
め
、

4X 

の
な
か
で
は
い
く
つ
も
の
機
能
モ
ジ
ュ
ー
ル
が
作
動
し
て
い
る
。
シ
ス
テ
ム

の
開
発
者
で
あ
る
ジ
ェ
ル
ゾ
ー
に
よ
れ
ば
、〈
セ
ク
シ
ョ
ン
Ⅰ
〉
冒
頭
の
約
三
〇
秒

間
に
、
六
モ
ジ
ュ
ー
ル
の
空
間
化
機
能
、
五
モ
ジ
ュ
ー
ル
の
延
滞
（
デ
ィ
レ
イ
）
機

能
、
三
〇
モ
ジ
ュ
ー
ル
の
周
波
数
変
調
機
能
、
さ
ら
に
そ
の
他
の
モ
ジ
ュ
ー
ル
が

組
み
合
わ
さ
り
、
そ
れ
ら
が
特
定
の
機
能
布
置
に
お
か
れ
て
作
動
し
て
い
る
と
い

う
。
ま
た
、そ
う
し
た
機
能
布
置
は
、全
体
と
し
て
五
〇
パ
タ
ー
ン
ほ
ど
《
レ
ポ
ン
》

に
は
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
。²⁸　

　

以
上
の
こ
と
か
ら
確
認
で
き
る
よ
う
に
、
楽
器
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
シ
ス
テ
ム

が
組
み
合
わ
さ
れ
た
《
レ
ポ
ン
》
で
は
、「
素
材
」
が
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
「
応

唱
」し
合
う
濃
密
か
つ
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
シ
ス
テ
ム
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
ジ
ェ

ル
ゾ
ー
は
こ
う
述
べ
る
。
音
高
、
リ
ズ
ム
、
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
、
音
色
…
、「
音
楽
の

ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
ア
ス
ペ
ク
ト
が
、
こ
の
応
唱
と
い
う
ゲ
ー
ム
の
な
か
に
あ
る
。」

²⁹　

そ
れ
は
機
械
と
身
体
の
時
間
・
空
間
的
な
ぶ
つ
か
り
合
い
の
中
で
交
わ
し
合

わ
さ
れ
る
「
応
唱
」
な
の
で
あ
る
。

　

＊　

＊　

＊

　

ブ
ー
レ
ー
ズ
は
現
代
音
楽
の
大
き
な
ル
ー
ツ
（
セ
リ
ー
技
法
、
電
子
音
響
、
可
動
性
）

で
あ
り
、
ま
た
、
未
来
の
音
楽
文
化
を
窺
う
上
で
も
い
ま
だ
重
要
な
位
置
を
占
め

る
存
在
で
あ
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、IRCA

M
 

の
活
動
と
《
レ
ポ
ン
》

と
い
う
作
品
を
軸
に
考
察
し
て
き
た
。《
レ
ポ
ン
》
は
、
ブ
ー
レ
ー
ズ
が
こ
れ
ま
で

に
示
し
て
き
た
多
く
の
実
験
を
集
約
し
て
い
る
。
セ
リ
エ
ル
な
構
成
法
、
音
楽
構

造
の
可
動
性
や
流
動
性
、
指
揮
者
と
ソ
リ
ス
ト
の
身
体
性
、
科
学
技
術
と
の
融
合
…
。

こ
れ
ま
で
の
作
品
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、《
レ
ポ
ン
》
に
お
い
て
表
さ
れ
る
も

の
も
ま
た
、
音
楽
の
発
展
に
向
け
た
一
つ
の
ビ
ジ
ョ
ン
の
提
示
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
現
代
の
音
楽
文
化
の
多
様
性
は
一
つ
の
軸
に
固
定
さ
れ
る
こ
と
な
ど
な
い
。
だ

が
、
一
貫
し
た
思
考
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
美
学
と
、
想
像
力
が
刺
激
を
与
え
続
け

る
技
術
の
、
そ
の
両
者
の
永
遠
の
往
復
運
動
が
あ
ら
ゆ
る
芸
術
表
現
に
活
力
を
与

え
る
こ
と
が
、こ
れ
ま
で
も
、そ
し
て
こ
の
先
も
事
実
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、ブ
ー

レ
ー
ズ
の
軌
跡
を
た
ど
る
意
義
は
そ
こ
に
あ
る
。
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ホ ー ル の 壁 は 鋼 鉄 の パ ネ ル か ら な り 、 そ の パ ネ ル は さ ら に 小 さ な 矩 形
に 区 切 ら れ て い る 。 そ れ ら の な か に は 四 組 の プ リ ズ ム が そ れ ぞ れ は め込 ま れ て い る 。 二 組 は 垂 直 方 向 に 、 二 組 は 水 平 方 向 に 角 度 を 変 え る こと が で き る 。 各 プ リ ズ ム の 三 つ の 面 は 、 そ れ ぞ れ 異 な る 素 材 で 被 覆 され て お り 、 第 一 面 は 音 を 反 射 し 、 第 二 面 は 拡 散 さ せ 、 そ し て 第 三 面 は吸 収 す る よ う に な っ て い る 。 コ ン ピ ュ ー タ に よ っ て こ れ ら の プ リ ズ ムを 制 御 す る こ と に よ っ て 、  多 様 な 音 の 反 響 を 人 工 的 に 得 る こ と が で き る 。

( 1 0)
　

ド
ゥ ル ー ズ と ブ ー レ ー ズ の 双 方 に 通 低 す る 「 セ リ エ ル 」 な 思 考 の 相 同

性 に つ い て 、 次 の 拙 論 を 参 照 。  「 セ リ ー 主 義 の 美 学 ： 可 塑 性 と 音 楽 性 」Fl
a

m
b
e
a
u, 

n
o.

3
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東 京 外 国 語 大 学 フ ラ ン ス 語 研 究 室
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( 1 1)
　

C
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ur
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( 1 2)
　

「 ヴ ァ ー チ ャ ル な 譜 面 」

P
artiti

o
n  virt

u
ell

e 

と い う 言 葉 は フ ィ リ ッ プ ・

マ ヌ リ

  P
hili

p
p
e 

 M
a

n
o
ur

y  (
1
9
5
2-  ) に よ る 。 彼 は セ リ ア リ ズ ム お よ び

電 子 音 響 の 分 野 で 養 成 を 受 け た 音 楽 家 で 、 八 四 年 に

  I
R

C
A

M を 訪 れ た

数 学 者 ミ ラ ー ・ パ ケ ッ ト と の 共 同 作 業 に よ っ て 、 コ ン ピ ュ ー タ と 作 曲と い う 新 た な 分 野 に 大 き な 成 果 を 残 し て い る 。 そ れ は 、 も と も と 八 〇年 代 の 初 頭 か ら 試 み ら れ て い た 、 フ ル ー ト の 生 演 奏 に 電 子 音 響 シ ス テム を 追 従 さ せ る 実 験 を 発 展 さ せ る か た ち で 、 生 演 奏 と 電 子 的 変 調 が リア ル ・ タ イ ム で 対 応 し 合 え る シ ス テ ム を 構 築 し た こ と に よ る 。 こ の 試み か ら 生 み 出 さ れ た の が 《 機 械 仕 掛 ケ ノ 音 》

S
o

n
us  e

x 
 m

a
c

hi
n
a 

を 構

成 す る 一 連 の 作 品 、  《 ジ ュ ピ タ ー 》

J
u
pit

er  (
1
9
8
7) 、  《 プ ル ト ン 》

Pl
ut

o
n 
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(1988)

、《
天
と
地
の
分
割
》 La Partition du ciel et de l’enfer (1989)

、《
ネ

プ
チ
ュ
ー
ン
》N

eptune (1991) 

で
あ
る
。
人
間
の
演
奏
に
追
従
し
て
動
作
す

る
こ
と
の
で
き
る
シ
ス
テ
ム
は
、
演
奏
家
が
譜
面
を
「
解
釈
」
し
て
演
奏
す
る
こ

と
と
同
じ
く
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
そ
の
状
況
に
対
応
し
た
動
作
を
判
断
で
き
る
こ

と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
演
奏
家
が
譜
面
を
読
む
行
為
に
相
当
す
る
よ
う
に
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
も
「
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
な
譜
面
」
に
よ
っ
て
、
音
を
生
成
す
る
プ
ロ

セ
ス
を
自
ら
判
断
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
環
境 M

AX 

に
つ
い
て
は

後
述
す
る
。

(13)　

“G
espräch m

it Josef H
äusler”, Pierre Boulez in Salzbourg (1992). 

108-113.

(14)　

G
iuseppe D

i G
iugno: “Entretien avec G

iuseppe di G
iugno”, Q

uoi? 
Q
uand? Com

m
ent?, Christian Bourgois - IRCAM

, 1985.189.

(15)　

Lire L’ircam
, op.cit. 65.

(16)　

cf. C
ort Lippe: “R

eal-tim
e C
om
puter M

usic at IR
C
A
M
”, 

Contem
porary M

usic Review
, vol.6 part 1, 1991.

(17)　

cf., M
iller Pukette: “Com

bining Event and Signal Processing in 
the M

ax G
raphical Program

m
ing Environm

ent”, Com
puter M

usic 
Journal, 15(3), 1991.

(18)　

G
illy, op.cit. 119-120.

(19)　

音
高
列
操
作
と
リ
ズ
ム
列
操
作
を
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ッ
ク
に
結
び
つ
け
る
と
い
う
発

想
は
、
一
二
音
技
法
か
ら
セ
リ
ー
技
法
へ
と
音
楽
の
歴
史
が
移
り
変
わ
る
時
期
に

生
ま
れ
た
。
だ
が
、
二
つ
の
無
調
的
な
操
作
が
重
な
っ
た
と
き
、
エ
ク
リ
チ
ュ
ー

ル
は
極
度
に
複
雑
化
し
、
知
覚
に
強
烈
な
不
安
定
感
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
知
覚
と

理
論
の
分
裂
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
が
、
芸
術
の
歴
史
に
お
い
て
幾
度
も
繰
り
返
さ

れ
て
き
た
現
象
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ブ
ー
レ
ー
ズ
が
シ
ェ
ー

ン
ベ
ル
グ
的
な
音
高
列
操
作
と
メ
シ
ア
ン
的
な
リ
ズ
ム
列
操
作
を
統
合
し
た
と
き
、

西
洋
音
楽
は
再
び
そ
の
問
題
に
直
面
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
だ
。「
抽
象
の
力
に

よ
っ
て
得
た
も
の
は
、
知
覚
の
レ
ベ
ル
で
失
わ
れ
る
。」cf., Célestin D

eliège: 
Cinquante ans de m

odernité m
usicale : de D

arm
stadt à l’Ircam

, 
M
ardaga, 2003. 66.　

そ
の
意
味
で
《
レ
ポ
ン
》
は
、《
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
Ｘ
》
以

降
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
前
衛
音
楽
が
問
い
続
け
て
い
き
た
問
題
「
知
覚
の
複
雑
さ
」
へ
の
、

新
た
な
「
解
答
」
な
の
で
あ
る
。

(20)　

ナ
テ
ィ
エ
は
、《
レ
ポ
ン
》
第
一
楽
章
〈
序
奏
〉
の
お
よ
そ
七
分
間
の
和
音
の
動

き
を
分
析
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
冒
頭
で
の
提
示
の
あ
と
、（
冒
頭
二
小
節
が
終
わ
っ

て
か
ら
譜
面
番
号
四
ま
で
の
あ
い
だ
に
）
今
度
は
逆
の
Ⅴ
Ⅳ
Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
の
順
番
で
和

音
が
連
結
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。cf., Jean-Jacques N

attiez: “Répons et 
la crise de la «com

m
unication» m

usicale contem
poraine”, Répons 

Boulez, IRCAM
, Fondations Louis Vuitton, Actes sud-papiers, 1988. 

30-31.

(21)　

音
楽
的
素
材
の
一
定
の
振
幅
変
化
を
示
す
ブ
ー
レ
ー
ズ
の
用
語
。
音
楽
的
特
徴

に
一
種
の
展
開
類
型
を
与
え
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
素
材
の
形
成
そ
の
も
の
に
恒
常

性
を
与
え
る
こ
と
も
あ
る
と
さ
れ
る
。cf., Pierre Boulez: Jalons (pour une 

D
écennie), Christian Bourgois, 1989.

﹇ 

邦
訳
『
標
柱
：
現
代
音
楽
の
道
し

る
べ
』  

笠
羽
映
子
訳　

青
土
社　

2002.

﹈  386 [430].

(22)　

cf., Célestin D
eliège: “M

om
ent de Pierre Boulez : sur l‘introduction 

orchestrale de Répons”, Répons Boulez, IRCAM
, Fondations Louis 

Vuitton, Actes sud-papiers, 1988. 48.　

な
お
、
テ
ク
ニ
カ
ル
・
エ
ン

ジ
ニ
ア
と
し
て
《
レ
ポ
ン
》
の
制
作
に
関
わ
っ
た
ジ
ェ
ル
ゾ
ー
自
身
も
、
移
高 

transposition 

と
併
置 juxtaposition 

に
言
及
し
て
い
る
。cf., Andrew

 
G
erzso: “L’ordinateur et l’écriture m

usicale”, Répons Boulez, 
IRCAM

, Fondations Louis Vuitton, Actes sud-papiers, 1988. 79. 

欄

外
註.
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(23)　

cf., D
eliège, op.cit. 47.　

た
だ
し
、
こ
の
演
繹
に
よ
っ
て
一
番
最
後
に
登
場

す
る
べ
きEb

音
は
、
こ
の
和
音
Ⅴ
に
は
実
際
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
し
か
も
、

Eb
は
和
音
Ⅰ
〜
Ⅴ
の
す
べ
て
の
和
音
の
な
か
で
一
度
も
登
場
し
な
い
一
二
音
高
の

な
か
の
唯
一
の
音
な
の
で
あ
る
。Eb

は
演
繹
の
鍵
を
隠
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の

よ
う
に
基
本
的
な
セ
リ
ー
同
士
を
「
掛
け
合
わ
せ
」
て
新
た
な
音
集
合
を
生
み
出

す
技
法
は
、
ブ
ー
レ
ー
ズ
の
セ
リ
ア
リ
ズ
ム
の
基
本
的
な
技
法
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、

《
主
の
な
い
槌
》
以
降
の
多
く
の
作
品
構
造
で
活
用
さ
れ
て
い
る
。

(24)　

そ
の
点
に
関
し
て
ナ
テ
ィ
エ
は
「《
レ
ポ
ン
》
と
現
代
音
楽
に
お
け
る
〈
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
〉
の
危
機
」Répons et la crise de la «com

m
unication» 

m
usicale contem

poraine 
の
な
か
で
興
味
深
い
考
察
を
行
な
っ
て
い
る
。
彼

は
作
品
制
作
に
お
い
て
理
論
的
な
側
面
と
、
そ
の
知
覚
的
な
側
面
が
分
離
さ
れ
、

理
論
的
な
側
面
（
あ
る
い
は
書
法
の
複
雑
さ
）
が
知
覚
的
な
側
面
を
追
い
越
し
て

し
ま
っ
た
こ
と
が
現
代
音
楽
の
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
の
問
題
を
も
た
ら
し

て
い
る
と
す
る
。cf., N

attiez, op.cit.  24.　

重
要
な
の
は
そ
の
先
で
あ
る
。《
レ

ポ
ン
》
に
お
け
る
、
基
本
と
な
る
和
音
素
材
の
一
貫
し
た
運
用
は
、
作
品
の
大
局

的
な
知
覚
と
局
所
的
な
知
覚
の
双
方
を
結
び
つ
け
て
い
る
こ
と
を
ナ
テ
ィ
エ
は
指

摘
す
る
。cf., N

attiez, op.cit. 29 et al.　

結
果
と
し
て
《
レ
ポ
ン
》
は
、
き
わ

め
て
理
論
的
な
作
品
で
あ
り
な
が
ら
、
知
覚
の
多
層
性
を
う
ま
く
引
き
出
し
て
い

る
と
彼
は
結
論
づ
け
て
い
る
。cf., N

attiez, op.cit. 41.　

た
だ
し
、
も
と
よ
り

ヤ
コ
ブ
ソ
ン
や
エ
ー
コ
に
反
し
て
「
記
号
論
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
科
学
で

は
な
い
」
と
主
張
し
て
き
た
音
楽
記
号
論
学
者
ナ
テ
ィ
エ
が
、
こ
こ
で
、
音
楽
に

お
け
る
理
論
と
知
覚
の
分
離
が
解
消
さ
れ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
回
路
が
生
ま

れ
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
は
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ

ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
《
レ
ポ
ン
》
が
ブ
ー
レ
ー
ズ
の
作
品
の
な
か
で
も
っ
と
も

成
功
し
た
作
品
の
ひ
と
つ
で
あ
る
こ
と
は
、
ナ
テ
ィ
エ
が
「
理
論
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
」
と
い
う
関
係
か
ら
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
通
り
、
こ
の
作
品
の
理
論
的

分
析
が
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
側
面
で
あ
る
と
言
え
る
。

(25)　

cf., G
erzso, op.cit. 77.

(26)　

cf., G
erzso, op.cit. 78.

(27)　

ibid.

(28)　

cf., G
erzso, op.cit. 80.

(29)　

G
erzso, op.cit. 76.



イベント
　ヴァイオリン独奏＆トークの夕べ
　4月 22 日
　主催　東京外国語大学ロシア語学科
　後援　総合文化研究所
　パトリチア・コパチンスカヤ、亀山郁夫

　「現代イタリア美術の最前線」
　5月 24 日
　共催　総合文化研究所、イタリア語研究室
　ディエゴ・エスポジト、和田忠彦

　「トリン・ミンハの新作を見る」
　　̶新作上映＋パネル・ディスカッション
　10 月 14 日
　主催　総合文化研究所
　トリン・ミンハ（映画作家）、今福龍太（札幌大学）、 
　西成彦（立命館大学）、和田忠彦

　　所員親睦テニス大会　5月 29 日
　　講師；川邉光（名誉教授）　企画担当：阿呆雅行、真鍋求

　
公開シンポジウム
　「ゴンブローヴィチ̶その普遍性と同時代性」
　11 月 28 日
　主催　W・ゴンブローヴィチ生誕百年記念祭実行委員会、　
　　　　総合文化研究所
　共催　シアター X　　後援　ポーランド大使館
　西成彦（立命館大学）、島田雅彦（作家）、佐川光晴（作家）、
　中原昌也（作家）、久野量一（ラテンアメリカ文学）、
　久山宏一（ポーランド文学）、関口時正　　

　「文化表象としての〈イスラーム〉」
　12 月 3 日　主催　総合文化研究所
　鈴木均、青山亨、亀山郁夫、荒このみ

東京外国語大学百周年記念事業
　「虚空への帰還」タルコフスキーとズビャギンツェフの世界
　1月 13日　　共催　総合文化研究所
　アンドレイ・ズビャギンェフ、西谷修、沼野充義、　亀山郁夫

　「迷宮的～グローバリゼーションと想像力」
　1月 20日　　共催　総合文化研究所　
　小谷真理、高橋世織、野谷文昭、和田忠彦、吉本秀之

公開講演会
　シリーズ「＜ヴェトナム＞を記憶する」
　＊第 1回／ 1月 20 日　主催　総合文化研究所
　　「ヴェトナム戦争とアメリカ、そしてアジア文学」
　　宮内勝典（作家）、川口健一
　＊第 2回／ 3月 9日
　　「反戦とアメリカ映画」
　　川本三郎

21 世紀 COE プログラム総合シンポジウム
　「グローバリゼーションと多文化的想像力」
　1月 27-28 日、2月 10 日
 　＊研究報告会
　　〈グローバル化の現実と文化の基層を見つめる人文社会研究〉
　　泉克也、小松原由理、福岡由仁郎
　　内田兆史、野平宗弘、村田はるせ
　＊総合討議

編
集
後
記

　
「
総
合
文
化
研
究
」
第
八
号
が
で
き
あ
が
り
ま
し
た
。
今
回
の
特
集
は
「
文
化
表
象
と
し
て

の
イ
ス
ラ
ー
ム
」
と
い
う
こ
と
で
、
い
わ
ゆ
る
「
宗
教
」
と
し
て
の
イ
ス
ラ
ー
ム
と
し
て
で
は

な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
で
さ
ま
ざ
ま
な
形
を
と
る
イ
ス
ラ
ー
ム
の
姿
を
捉
え
よ
う
と
試
み
ま
し

た
。
ア
ラ
ブ
、
イ
ラ
ン
な
ど
の
中
東
だ
け
で
な
く
、
ア
メ
リ
カ
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
そ
し
て
パ

キ
ス
タ
ン
な
ど
幅
広
い
地
域
を
専
門
と
す
る
皆
様
か
ら
原
稿
を
い
た
だ
き
、
ず
い
ぶ
ん
と
厚
み

の
あ
る
も
の
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。
イ
ス
ラ
ー
ム
と
い
う
と
、
ア
ラ
ブ
を
中
心
と
す
る
地
域

の
、
厳
格
な
一
枚
岩
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
で
す
が
、
実
際
に
は
イ
ス
ラ
ー
ム
は
、
そ
れ
と

と
も
に
生
き
る
人
間
の
経
験
に
よ
っ
て
変
化
し
、
新
し
い
意
味
や
形
態
を
獲
得
し
ま
す
。
個
々

の
人
間
の
経
験
の
数
だ
け
イ
ス
ラ
ー
ム
は
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
イ
ス

ラ
ー
ム
が
時
代
や
場
所
を
越
え
て
変
わ
る
こ
と
の
な
い
部
分
だ
け
で
な
く
、
変
幻
自
在
と
言
え

る
ほ
ど
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
側
面
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
、
こ
の
特
集
で
は
う
ま
く
伝
わ
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

表
紙
の
写
真
に
あ
る
美
し
い
タ
イ
ル
は
、
モ
ス
ク
の
な
か
に
あ
る
も
の
で
す
。
イ
ス
ラ
ー
ム

は
絵
画
を
嫌
い
ま
す
か
ら
、
建
物
以
外
に
な
か
な
か
「
絵
に
な
る
」
素
材
は
提
供
し
て
く
れ
ま

せ
ん
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
こ
れ
ほ
ど
の
美
し
い
模
様
を
建
築
素
材
と
し
て
の
タ
イ
ル
の
中

に
生
み
出
し
も
し
ま
す
。
音
楽
は
人
を
陶
酔
さ
せ
る
か
ら
よ
く
な
い
と
さ
れ
な
が
ら
、
イ
ス
ラ

ー
ム
教
徒
は
コ
ー
ラ
ン
を
美
し
い
声
で
節
回
し
を
つ
け
、
あ
た
か
も
「
歌
う
」
よ
う
に
読
み
上

げ
る
技
術
を
確
立
し
も
し
、
神
に
近
づ
く
た
め
の
手
立
て
と
し
て
、
ス
ー
フ
ィ
ー
た
ち
も
や
は

り
独
自
の
「
音
楽
」
世
界
を
作
り
上
げ
ま
し
た
。
ど
れ
も
み
な
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
信
仰
と
芸
術

へ
の
欲
求
が
結
び
つ
い
て
生
ま
れ
た
も
の
で
す
。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
は
世
界
の
主
要
な
宗
教
の
中
で
、
日
本
人
に
と
っ
て
最
も
理
解
し
に
く
い
、
厳

格
な
戒
律
宗
教
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
す
。
し
か
し
こ
う
や
っ
て
、
イ
ス
ラ

ー
ム
が
見
せ
る
い
く
つ
も
の
顔
を
一
度
に
見
渡
す
と
、
そ
れ
は
や
は
り
一
人
ひ
と
り
の
生
き
た

人
間
な
し
に
は
語
れ
な
い
、
そ
の
意
味
で
生
命
を
持
っ
た
も
の
だ
と
感
じ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

　

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
頼
り
な
い
編
集
責
任
者
を
叱
咤
激
励
し
た
下
さ
っ
た
荒
先
生
、
お

よ
び
表
紙
の
デ
ザ
イ
ン
に
ア
イ
デ
ア
を
下
さ
っ
た
青
山
先
生
に
は
と
く
に
お
礼
を
申
し
上
げ
ま

す
。
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
、
福
岡
さ
ん
を
は
じ
め
、
実
働
部
隊
と
し
て
大
活
躍
し
て
く
だ
さ
っ
た

教
務
補
佐
の
皆
さ
ん
な
し
に
は
、
今
号
が
あ
り
え
な
か
っ
た
こ
と
も
付
け
加
え
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(

八
木
久
美
子)

2004 年 度
東京外国語大学 
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