
マ
フ
デ
ィ
ー
か
く
語
り
き

サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ム
シ
ャ
ア
シ
ャ
ア
の
マ
フ
デ
ィ
ー
自
称
論
理

角

田

哲

朗
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⌇
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⌇
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【
要
約
】

モ
ン
ゴ
ル
勢
力
が
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
カ
リ
フ
を
殺
害
し
た
こ
と
で
︑
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
で
は
旧
来
の
宗
教
的
権
威
が
不
在
と
な
っ
た
︒
こ
れ
に
対

し
︑
一
四
～
十
五
世
紀
の
イ
ラ
ン
の
シ
ー
ア
派
は
︑
マ
フ
デ
ィ
ー
を
僭
称
す
る
者
を
断
続
的
に
生
み
出
し
︑
既
存
の
政
治
体
制
を
揺
る
が
し
た
︒
本
稿
で

は
︑
そ
の
よ
う
な
マ
フ
デ
ィ
ー
自
称
者
の
ひ
と
り
で
あ
る
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ム
シ
ャ
ア
シ
ャ
ア
の
教
説
書
﹃
マ
フ
デ
ィ
ー
の
言
葉
﹄
を
取
り
上

げ
て
︑
著
者
の
マ
フ
デ
ィ
ー
自
称
を
補
強
す
る
た
め
に
展
開
さ
れ
た
種
々
の
論
理
を
検
討
す
る
︒
彼
は
自
身
の
論
の
基
盤
と
な
る
﹁
霊
肉
二
元
論
﹂
か
ら

﹁
歴
代
イ
マ
ー
ム
ら
の
不
死
﹂
や
﹁
ア
リ
ー
の
神
格
化
﹂
と
い
っ
た
様
々
な
異
端
的
な
テ
ー
ゼ
を
派
生
さ
せ
︑
こ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
隠
れ
イ

マ
ー
ム
を
終
末
の
日
に
現
れ
る
メ
シ
ア
と
認
め
つ
つ
も
︑
そ
の
実
際
的
な
顕
現
を
否
定
し
︑
自
ら
を
そ
の
代
理
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
に
成
功
し
た
︒

彼
の
思
想
は
︑
非
現
実
的
な
メ
シ
ア
主
義
を
現
実
化
さ
せ
て
︑
己
の
統
治
権
を
追
認
す
る
と
い
っ
た
性
格
と
評
す
こ
と
が
で
き
る
︒

史
林

一
〇
二
巻
三
号

二
〇
一
九
年
五
月

は

じ

め

に

十
三
世
紀
半
ば
︑
フ
ラ
グ
率
い
る
モ
ン
ゴ
ル
軍
が
バ
グ
ダ
ー
ド
を
攻
略
し
︑
最
後
の
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
カ
リ
フ
・
ム
ス
タ
ァ
ス
ィ
ム
が
殺
害
さ

れ
た
︒
こ
れ
に
よ
り
従
来
の
イ
ス
ラ
ー
ム
的
世
界
観
が
崩
壊
し
︑
世
界
軸
た
る
カ
リ
フ
を
喪
失
し
た
ス
ン
ニ
派
的
世
界
秩
序
は
再
編
を
余
儀
な

く
さ
れ
た
︒
か
く
し
て
空
白
と
な
っ
た
宗
教
的
権
威
の
代
替
候
補
と
し
て
︑
ム
ハ
ン
マ
ド
裔
︵
＝
サ
イ
イ
ド
︶
崇
敬
・
神
秘
主
義
教
団
︵
＝
タ
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リ
ー
カ
︶
・
メ
シ
ア
︵
＝
マ
フ
デ
ィ
ー①
︶
主
義
と
い
っ
た
補
完
的
要
素
が
活
性
化
し
た②
︒
当
時
の
イ
ラ
ン
世
界
で
は
︑
第
四
代
正
統
カ
リ
フ
・
ア

リ
ー
の
子
孫
を
イ
マ
ー
ム
︵
政
治
的
・
宗
教
的
指
導
者
︶
と
し
て
信
奉
す
る
シ
ー
ア
主
義
者
ら
が
散
在
し
て
い
た
︒
彼
ら
は
か
ね
て
よ
り
幽
隠
の

身
に
あ
る
隠
れ
イ
マ
ー
ム
が
マ
フ
デ
ィ
ー
と
し
て
再
臨
す
る
こ
と
を
切
望
し
︑
統
治
権
を
簒
奪
し
て
い
た
カ
リ
フ
た
ち
へ
の
怨
嗟
を
募
ら
せ
て

い
た
︒
彼
ら
が
こ
の
よ
う
な
好
機
を
逃
す
べ
く
も
な
く
︑
彼
ら
の
側
か
ら
も
上
記
の
三
つ
の
パ
タ
ー
ン
の
い
ず
れ
か
或
い
は
そ
れ
ら
を
複
合
し

た
宗
教
的
権
威
の
新
形
態
が
提
示
さ
れ
た
︒
こ
れ
ら
三
つ
の
パ
タ
ー
ン
の
内
で
と
り
わ
け
筆
者
が
強
調
し
た
い
要
素
は
メ
シ
ア
主
義
で
あ
る
︒

と
い
う
の
も
︑
メ
シ
ア
主
義
は
そ
の
性
質
上
︑
既
存
の
体
制
に
対
す
る
政
治
闘
争
と
結
び
つ
き
や
す
く
︑
軍
事
行
動
を
誘
発
し
て
従
来
の
政
治

環
境
を
一
変
さ
せ
る
潜
在
力
を
有
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒

イ
ル
ハ
ー
ン
朝
崩
壊
か
ら
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
成
立
ま
で
の
イ
ラ
ン
世
界
で
は
︑
メ
シ
ア
主
義
を
奉
じ
る
諸
集
団
が
著
し
く
そ
の
存
在
感
を
見

せ
た
︒
特
に
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
と
カ
ラ
コ
ユ
ン
ル
・
ア
ク
コ
ユ
ン
ル
両
政
権
が
覇
を
競
っ
て
い
た
十
四
世
紀
後
半
か
ら
十
五
世
紀
に
は
︑
フ
ァ
ド

ル
ッ
ラ
ー
・
ア
ス
タ
ラ
ー
バ
ー
デ
ィ
ーF

aḍ
l

A
llāh

A
starāb

ād
ī

︵
一
三
九
四
年
没
︶
の
フ
ル
ー
フ
ィ
ー
教
団
や
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ヌ
ー
ル
バ
フ
シ

ュM
u

ḥ
am

m
ad

N
ū

rb
ak

h
sh

︵
一
四
二
三
年
没
︶
の
ヌ
ー
ル
バ
フ
シ
ュ
教
団③
な
ど
︑
マ
フ
デ
ィ
ー
自
称
者
に
率
い
ら
れ
た
諸
集
団
が
断
続
的
に
出

現
し
た
︒
彼
ら
は
︑
今
こ
そ
を
終
末
と
定
義
し
︑
理
想
と
乖
離
し
た
現
実
に
挑
戦
し
た
︒
そ
の
う
ち
で
最
大
の
成
功
を
収
め
た
の
が
シ
ャ
イ

フ
・
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
︵
一
五
二
四
年
没
︶
率
い
る
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
教
団
で
あ
り
︑
彼
を
マ
フ
デ
ィ
ー
と
崇
め
る
遊
牧
部
族
を
軍
事
力
に
転
用

し
て
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
︵
一
五
〇
一
～
一
七
三
六
年
︶
は
成
立
し
た
の
で
あ
る
︒

そ
の
一
方
で
︑
こ
の
混
乱
の
時
代
を
切
り
抜
け
た
近
世
期
に
は
︑
広
大
な
領
土
を
安
定
的
に
統
治
す
る
オ
ス
マ
ン
朝
・
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
・

ム
ガ
ル
朝
と
い
っ
た
諸
帝
国
が
鼎
立
し
た
︒
メ
シ
ア
主
義
は
こ
こ
に
お
い
て
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
︑
君
主
の
正
統
性
を
担
保
し
て
い
た
と

考
え
ら
れ
て
い
る
︒
こ
れ
に
関
し
て
近
年
モ
イ
ー
ンA

.
M

o
in

氏
は
︑
近
世
イ
ス
ラ
ー
ム
帝
国
の
君
主
た
ち
は
カ
リ
ス
マ
的
・
メ
シ
ア
的
君
主

と
し
て
普
遍
主
義
帝
国
の
実
現
を
志
向
し
て
い
た
の
だ
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
提
出
し
た④
︒
氏
の
議
論
は
千
年
王
国
主
義
に
彩
ら
れ
た
十
四

十
六

世
紀
の
世
界
史⑤
に
新
た
な
展
望
を
齎
す
点
に
魅
力
が
あ
る
も
の
の
︑
論
の
基
盤
と
な
る
史
料
の
解
釈
は
恣
意
的
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い⑥
︒
妥
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当
な
史
料
読
解
に
基
づ
い
た
知
見
を
蓄
積
し
︑
上
記
の
テ
ー
ゼ
を
批
判
的
に
検
討
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
︒

以
上
を
踏
ま
え
る
と
︑
ポ
ス
ト
・
モ
ン
ゴ
ル
期
の
東
方
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
形
成
に
お
い
て
メ
シ
ア
主
義
︑
と
り
わ
け
マ
フ
デ
ィ
ー
自
称
者

ら
が
果
た
し
た
重
要
性
は
疑
う
べ
く
も
な
い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
は
︑
彼
ら
の
思
想
・
教
義
は
不
確
か
な
外
部
か

ら
の
記
述
を
基
に
﹁
異
端
﹂
的
教
条
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
き
た
︒
そ
こ
で
今
一
度
︑
彼
ら
の
著
作
に
即
し
て
実
際
の
教
義
を
復
元
す
る
必
要

が
あ
る⑦
︒

本
稿
で
は
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と
︑
十
五
世
紀
半
ば
に
イ
ラ
ン
南
西
部
・
フ
ー
ゼ
ス
タ
ー
ン
に
地
方
政
権
を
樹
立
し
た
マ
フ
デ
ィ
ー

自
称
者
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ム
シ
ャ
ア
シ
ャ
アS
ay

y
id

M
u

ḥ
am

m
ad

M
u

sh
aʻsh

aʻ

︵
一
四
六
五
～
六
六
年
没
︶
の
教
説
書
﹃
マ
フ
デ

ィ
ー
の
言
葉
﹄K

alām
al-M

ahdī
の
分
析
に
基
づ
い
て
︑
彼
が
擁
し
た
マ
フ
デ
ィ
ー
論
を
検
討
す
る
︒

史
料
﹃
マ
フ
デ
ィ
ー
の
言
葉⑧
﹄
に
つ
い
て

こ
の
史
料
は
二
十
世
紀
初
頭
に
キ
ャ
ス
ラ
ヴ
ィ
ー

A
.

K
asraw

ī

氏
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
が
︑
現
在
も
未
刊
行
の
状
態
に
あ
る
︒
本
稿
で

は
イ
ラ
ン
・
イ
ス
ラ
ー
ム
議
会
図
書
館
所
蔵
写
本
を
用
い
る
︒
こ
の
写
本
は
三
六
八
葉
で
︑
非
常
に
明
晰
な
ナ
フ
ス
体
で
記
さ
れ
て
い
る
ほ
か
︑

全
文
に
母
音
記
号
が
附
さ
れ
て
い
る
︵
十
九
×
二
十
四
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

十
三
行⑨
︶
︒
イ
ラ
ン
・
イ
ス
ラ
ー
ム
議
会
図
書
館
の
カ
タ
ロ
グ
は
書

写
年
代
を
十
五
世
紀
︵
＝
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
九
世
紀
︶
と
推
定
し
て
い
る
も
の
の
︑
末
尾
が
欠
落
し
て
お
り
︑
コ
ロ
フ
ォ
ン
を
欠
い
て
い
る
た
め
に
正

確
な
書
写
年
代
は
不
明
で
あ
る⑩
︒
た
だ
し
明
示
的
な
形
で
﹁
欄
外
書
込
み
︵ḥ

ā
sh

iy
a

︶
﹂
が
本
文
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
︑
原
テ
キ
ス
ト

か
ら
二
世
代
目
以
降
の
写
本
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒

同
書
は
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
の
教
説
が
纏
め
ら
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
︑
七
〇
弱
の
セ
ク
シ
ョ
ン
で
構
成
さ
れ
て
い
る
︒
原
テ
キ
ス
ト
の

成
立
年
に
関
し
て
は
︑
本
文
が
セ
ク
シ
ョ
ン
毎
に
独
立
し
て
い
る
点
や
教
説
集
と
い
う
性
格
か
ら
︑
そ
れ
ま
で
に
書
き
留
め
ら
れ
て
い
た
サ
イ

イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
の
教
説
や
書
簡
な
ど
が
纏
め
ら
れ
た
も
の
だ
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
︒
実
際
に
︑
本
文
中
に
現
れ
る
日
付
が
前
後
し
て
い
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る
点
か
ら
も
こ
れ
は
裏
付
け
ら
れ
る⑪
︒
そ
の
一
方
で
︑
本
文
に
現
れ
る
最
も
新
し
い
日
付
が
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
八
六
五
年
︵
＝
西
暦
一
四
六
〇
～
六
一

年
︶
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
本
書
の
成
立
時
期
は
一
四
六
〇
年
か
ら
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
が
没
し
た
一
四
六
六
年
ま
で
と
す
る
の
が
妥
当
で

あ
る
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
﹃
マ
フ
デ
ィ
ー
の
言
葉
﹄
は
︑
ム
シ
ャ
ア
シ
ャ
ア
政
権
が
確
立
し
た
一
四
四
一
年
以
降
に
成
立
し
た
こ
と
に
な
る
︒

サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
の
﹁
異
端
的
﹂
な
教
条
は
こ
れ
ま
で
も
研
究
者
の
関
心
を
ひ
き
つ
け
て
い
た
が
︑
同
書
を
用
い
た
思
想
研
究
は
キ

ャ
ス
ラ
ヴ
ィ
ー
氏
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
た
︒
氏
の
先
駆
的
な
研
究
︵K
asraw

ī,
A

.

1312kh
:
T
ārīkh

-i
P
ānṣad

Sāla
-yi

K
hūzistān

,
T

ih
rān

.

︶
は
十
五

世
紀
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
ま
で
フ
ー
ゼ
ス
タ
ー
ン
の
歴
史
を
扱
っ
て
お
り
︑
氏
自
ら
が
発
見
し
た
﹃
マ
フ
デ
ィ
ー
の
言
葉
﹄
に
基
づ
い
て
サ
イ

イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
の
思
想
が
紹
介
さ
れ
た
︒
そ
れ
以
降
の
先
行
諸
研
究
の
大
半
は
︑
氏
の
研
究
に
補
遺
と
し
て
収
録
さ
れ
た
﹃
マ
フ
デ
ィ
ー

の
言
葉
﹄
の
部
分
翻
刻
に
依
拠
し
て
お
り
︑
そ
の
視
野
は
限
ら
れ
て
い
た
︒
し
か
し
︑
近
年
に
な
っ
て
﹃
マ
フ
デ
ィ
ー
の
言
葉
﹄
を
実
際
に
利

用
し
た
研
究
が
発
表
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
中
で
も
︑
最
新
の
研
究
で
あ
る
ラ
ン
ジ
ュ
バ
ル

M
.

R
an

jb
ar

氏
の
研
究
︵R

an
jb

ar,
M

.

138
2kh

:

M
usha

ʻsha
ʻiyān

:
M
āhīyat-i

F
ikrī-Ijtim

āʻī
w
a
F
arāyand

-i
T
aḥaw

w
ulāt-i

T
ārīkhī,

T
ih

rān
.

︶
は
︑
ム
シ
ャ
ア
シ
ャ
ア
政
権
に
関
す
る
大
部
な
研
究

書
で
あ
り
︑
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
の
思
想
に
つ
い
て
も
﹃
マ
フ
デ
ィ
ー
の
言
葉
﹄
の
写
本
に
基
づ
い
て
従
来
の
研
究
で
示
さ
れ
て
き
た
情

報
の
整
理
・
補
足
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
に
よ
り
︑
﹁
歴
代
イ
マ
ー
ム
の
不
死
性
﹂
や
﹁
初
代
イ
マ
ー
ム
・
ア
リ
ー
の
神
格

化
﹂
と
い
っ
た
﹃
マ
フ
デ
ィ
ー
の
言
葉
﹄
に
見
ら
れ
る
﹁
異
端
﹂
的
な
テ
ー
ゼ
群
は
既
知
と
な
っ
て
い
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
キ
ャ
ス
ラ
ヴ

ィ
ー
氏
以
降
ラ
ン
ジ
ュ
バ
ル
氏
に
至
る
ま
で
の
諸
研
究
で
は
︑
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
の
主
張
す
る
各
テ
ー
ゼ
が
列
挙
さ
れ
る
に
留
ま
っ
て

お
り
︑
論
理
展
開
そ
の
も
の
の
体
系
的
な
説
明
は
未
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
︒
そ
の
理
由
は
﹃
マ
フ
デ
ィ
ー
の
言
葉
﹄
の
構
成
ゆ
え
の
難
解
さ
に

求
め
ら
れ
る
︒
ラ
ン
ジ
ュ
バ
ル
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︵R

an
jb

ar

1382kh
:

17-18
︶
︑
﹃
マ
フ
デ
ィ
ー
の
言
葉
﹄
に
お
い
て
は
︑
あ
る
テ
ー
マ
が

単
一
の
セ
ク
シ
ョ
ン
で
纏
め
て
語
ら
れ
る
こ
と
は
殆
ど
な
く
︑
セ
ク
シ
ョ
ン
を
横
断
し
て
著
作
全
体
に
散
在
し
て
い
る
︒
そ
こ
で
本
稿
で
は
︑

﹃
マ
フ
デ
ィ
ー
の
言
葉
﹄
全
体
か
ら
個
々
の
テ
ー
ゼ
に
関
連
す
る
説
明
を
拾
い
上
げ
て
︑
そ
の
横
断
的
な
構
成
を
補
う
こ
と
を
試
み
る
︒
そ
の

際
に
取
り
扱
う
諸
テ
ー
ゼ
︵
二
章
・
三
章
︶
は
︑
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
八
五
五
年
の
日
付
を
有
す
単
一
の
セ
ク
シ
ョ
ン⑫
に
簡
潔
に
収
め
ら
れ
て
い
る
た
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め
︑
本
稿
が
再
構
築
す
る
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
の
マ
フ
デ
ィ
ー
論
は
少
な
く
と
も
政
権
樹
立
後
に
は
確
立
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
︒た

だ
し
﹃
マ
フ
デ
ィ
ー
の
言
葉
﹄
本
文
中
に
は
著
者
の
経
歴
な
ど
の
情
報
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
た
め
︑
次
章
で
は
同
時
代
の
外
部
史
料
に

依
拠
し
て
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
個
人
の
経
歴
や
当
時
の
政
治
的
状
況
を
概
観
す
る
︒
第
二
章
以
降
で
は
﹃
マ
フ
デ
ィ
ー
の
言
葉
﹄
の
記
述

を
実
際
に
検
討
す
る
︒
具
体
的
に
は
︑
第
二
章
で
は
著
者
の
マ
フ
デ
ィ
ー
自
称
の
前
提
と
な
る
﹁
隠
れ
イ
マ
ー
ム
の
ヒ
ジ
ャ
ー
ブ
﹂
と
い
う
肩

書
な
ら
び
に
そ
の
基
盤
と
な
る
﹁
霊
肉
二
元
論
﹂
︑
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
﹁
ア
リ
ー
の
神
格
化
﹂
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
確
認
す
る
︒
第
三
章
で
は

サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
の
マ
フ
デ
ィ
ー
自
称
の
論
理
展
開
を
再
構
築
す
る
︒
そ
の
際
に
は
︑
﹃
マ
フ
デ
ィ
ー
の
言
葉
﹄
に
現
れ
る
﹁
異
端
的
﹂

な
テ
ー
ゼ
群
が
ど
の
よ
う
に
相
互
連
関
し
て
著
者
の
マ
フ
デ
ィ
ー
論
を
補
完
し
て
い
た
か
を
体
系
的
に
示
す
こ
と
を
目
標
と
す
る
︒

本
稿
で
用
い
る
主
要
史
料
と
そ
の
略
号
は
次
の
通
り
︒

K
M

:
S

ay
y

id
M

u
ḥ

am
m

ad
M

u
sh

aʻsh
aʻ,

K
alām

al-M
ahdī,

m
s.

K
itāb

-k
h

ān
ah

-y
i

M
aljis-i

S
h

ū
rā-y

i
Islām

ī,

10222.

Ḥ
D

:
Ib

n
T

ag
h

rī-b
ird

ī,
E
xtracts

from
A
bû

ʾl-M
aḥâsin

Ibn
T
aghrî

B
irdîʾs

C
hronicle,

entitled
Ḥ
aw
âdith

ad
-D
uhûr

fî
M
adâ

ʾl-

ʾA
yyâm

w
ash

-Shuhûr,
v

o
l.

2,W
illiam

P
o

p
p

er
(ed

.),
B

erk
eley

,

1931.

M
M

:
Q

āḍ
ī

N
ū

r
A

llāh
S

h
ū

sh
tarī,

M
ajālis

al-M
u

ʻm
inīn

,
v

o
l.

5,Ib
rah

īm
A

rab
-p

ū
r

(ed
.),

M
ash

h
ad

,

1
39
2kh

.

T
F

：
ガ
ザ
ー
リ
ー
︵
著
︶﹃
哲
学
者
の
自
己
矛
盾
﹄
中
村
廣
治
郎
︵
訳
︶
平
凡
社
︵
二
〇
一
五
︶

①

本
稿
で
は
セ
ム
的
一
神
教
に
特
有
の
﹁
終
末
の
日
に
顕
現
し
︑
不
正
に
満
ち
た

現
世
を
義
す
救
世
者
﹂
を
指
し
て
﹁
メ
シ
ア
﹂
の
語
を
用
い
る
︒
イ
ス
ラ
ー
ム
に

お
け
る
メ
シ
ア
の
観
念
は
︑
と
り
わ
け
︑
イ
マ
ー
ム
派
系
諸
派
に
お
い
て
中
心
的

な
教
義
と
な
っ
た
︒
彼
ら
は
歴
史
的
展
開
の
中
で
︑
死
去
し
て
お
ら
ず
﹁
幽
隠
﹂

の
身
と
な
っ
て
い
る
隠
れ
イ
マ
ー
ム
が
終
末
に
先
ん
じ
て
メ
シ
ア
と
し
て
顕
現
す

る
と
信
じ
る
︒
こ
の
メ
シ
ア
は
ア
ラ
ビ
ア
語
で
﹁
マ
フ
デ
ィ
ー

M
ah

d
ī

︵
神
に
導

か
れ
し
者
︶
﹂
と
呼
ば
れ
る
︒
元
来
は
こ
の
語
に
は
終
末
論
的
な
含
意
は
な
か
っ

た
が
︑
ウ
マ
イ
ヤ
朝
期
に
﹁
宗
教
的
な
権
威
を
帯
び
た
支
配
者
﹂
を
意
味
す
る
よ

う
に
な
り
︑
更
に
イ
マ
ー
ム
派
系
諸
派
の
形
成
過
程
に
お
い
て
﹁
カ
ー
イ
ム

Q
ā
ʼim

︵
剣
を
手
に
立
ち
上
が
る
者
︶
﹂
の
語
と
と
も
に
メ
シ
ア
を
意
味
す
る
よ

マフディーかく語りき（角田）
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う
に
な
っ
た
︒
イ
マ
ー
ム
系
諸
派
に
お
け
る
マ
フ
デ
ィ
ー
の
観
念
の
展
開
に
つ
い

て

は

M
ad

elu
n

g
,

W
.

1
9
8
6:

“M
ah

d
ī”,

E
ncyclopaedia

of
Islam

Second

E
dition

(

以
下E

I2

と
表
記),

H
.A

.R
.

G
ib

b
et

al.
(ed

s.),
v

o
l.

5,p
p

.

1230-38;

B
a

s
h

ir,
S

.

2
0
0
3:

M
e
ssia

n
ic

H
o
p
e
s
a
n
d

M
y
stic

a
l
V
isio

n
s
:
th
e

N
ūrbakhshīya

betw
een

M
edieval

and
M
odern

Islam
,

C
o

lu
m

b
ia,

p
p

.

3-28;

菊
地
達
也
︵
二
〇
〇
九
︶
：
﹃
イ
ス
ラ
ー
ム
教
﹁
異
端
﹂
と
﹁
正
統
﹂
の
思
想
史
﹄

講
談
社

一
二
八
～
一
五
〇
頁
を
参
照
の
こ
と
︒

②

M
ir-K

asim
o

v
,

O
.

2
0
1
4:“C

o
n

flictin
g

S
y

n
erg

y
o

f
P

attern
s

o
f

R
elig

io
u

s

A
u

th
o

rities
in

Islam
”,
U
nity

in
D
iversity

:
M
ysticism

,
M
essianism

and
the

C
onstruction

of
R
eligious

A
uthority

in
Islam

,
O

.
M

ir-K
asim

o
v

(ed
.),

L
eid

en
,

p
p

.

1
-
2
0.

③

当
該
の
マ
フ
デ
ィ
ー
主
義
集
団
お
よ
び
自
称
マ
フ
デ
ィ
ー
た
ち
に
つ
い
て
は
以

下
の
論
考
を
参
照
さ
れ
た
い
︒A

rjo
m

an
d

,
S

.A
.

1
9
8
4:
T
he

Shadow
of

G
od

and
the

H
idden

Im
am

:
R
eligion,

P
olitical

O
rder,

and
Societal

C
hange

in

Shiʻite
Iran

from
the

B
eginning

to
1890

,
C

h
icag

o
,

p
p

.

6
6
-
8
4;

A
m

o
retti,

B
.

S
.

1
9
8
6:

“R
e
lig

io
n

in
th

e
T

im
u

rid
a
n

d
S

a
fa

v
id

P
e
rio

d
s”,

T
h
e

C
am

bridge
H
istory

of
Iran

,
v

o
l.

6,
P

.
Jack

so
n

an
d

L
.

L
o

ck
h

art
(ed

.),

C
am

b
rid

g
e,

p
p

.

6
1
0
-
5
5.

④

M
o
in

,
A

.A
.

2
0
1
2:

T
he

M
illennial

Sovereign
:
Sacred

K
ingship

and

Sainthood
in

Islam
,

N
ew

Y
o

rk
.

⑤

サ
ン
ジ
ャ
イ
・
ス
ブ
ラ
フ
マ
ニ
ヤ
ム
︵
二
〇
〇
二
︶
：
﹁
テ
ー
ジ
ョ
河
か
ら
ガ
ン

ジ
ス
河
ま
で

一
六
世
紀
ユ
ー
ラ
シ
ア
に
お
け
る
千
年
王
国
信
仰
の
交
錯

﹂
中
村
玲
生
︵
訳
︶
﹃
思
想
﹄
九
三
七
号

三
一
～
七
〇
頁
︒

⑥

モ
イ
ー
ン
氏
の
議
論
は
ア
メ
リ
カ
の
学
界
を
中
心
と
し
て
賛
否
両
論
を
巻
き
起

こ
し
て
い
る
︒
例
を
挙
げ
れ
ばM

elv
in

-K
o

u
sh

k
i,

M
.

2
0
1
8:

“E
arly

M
o

d
ern

Islam
icate

E
m

p
ire

:
N

ew
F

o
rm

s
o

f
R

elig
io

p
o

litical
L

eg
itim

acy
”,
T
he

W
iley

H
istory

of
Islam

,
A

.
S

alv
ato

re,
R

.
T

o
rro

li
an

d
B

.
R

ah
im

i
(ed

.),
H

o
b

o
k

en
,

p
p

.

353-75.

は
モ
イ
ー
ン
氏
の
﹁
千
年
王
国
主
義
的
君
主
﹂
論
を
受
け
て
︑
当

該
の
君
主
ら
の
支
配
の
正
統
性
を
補
佐
す
る
も
の
と
し
て
オ
カ
ル
ト
科
学
が
援
用

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
論
じ
た
︒
モ
イ
ー
ン
氏
の
著
作
に
対
す
る
批
判
と
し
て
は

A
n
o
o
sh

ah
r,

A
.

2015:
“B

o
o

k
R

ev
iew

:
A

.
A

zfar
M

o
in

,
T

h
e

M
illen

n
ial

S
o

v
ereig

n
:

S
acred

K
in

g
sh

ip
an

d
S

ain
th

o
o

d
in

Islam
”,

T
he

M
edieval

H
istory

Journal,
v

o
l.

18-1,p
p

.

183-91.

が
史
料
操
作
上
の
不
備
を
指
摘
し
て

い
る
︒

⑦

マ
フ
デ
ィ
ー
自
称
者
ら
自
身
の
著
作
に
基
づ
い
て
そ
の
思
想
を
分
析
し
た
先
駆

的
研
究
と
し
て
︑
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ヌ
ー
ル
バ
フ
シ
ュ
に
関
し
て
はB

ash
ir

2
003
︑

フ
ァ
ド
ル
ッ
ラ
ー
・
ア
ス
タ
ラ
ー
バ
ー
デ
ィ
ー
に
関
し
て
はM

ir-K
asim

o
v

,
O

.

2015:
W
ords

of
pow

er
:
Ḥ
urūfī

T
eachings

betw
een

Shiʻism
and

Sufism
in

M
edieval

Islam
:
the

O
riginal

D
octrine

of
F
aḍl

A
llāh

A
starābādī,

L
o

n
d

o
n

.

が
あ
る
︒

⑧

﹃
マ
フ
デ
ィ
ー
の
言
葉
﹄
は
通
称
で
あ
り
︑
今
回
扱
っ
た
写
本
中
に
は
書
名
が

附
さ
れ
て
い
な
い
︒
発
見
者
の
キ
ャ
ス
ラ
ヴ
ィ
ー
氏
は
﹃
信
仰
者
た
ち
の
会
合
﹄

に
お
け
る
同
著
作
へ
の
言
及
︵
﹇M

M
:

376-77
﹈
︶
か
ら
こ
の
書
名
を
採
用
し
た

と
思
わ
れ
る
︒

⑨

本
稿
で
用
い
る
議
会
図
書
館
所
蔵
写
本
の
他
に
︑
マ
ル
ア
シ
ー
図
書
館
︵
イ
ラ

ン
︶
所
蔵
一
二
一
一
番
写
本
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
る
︒
両
写
本
は
大
き
な
異
同

は
な
い
も
の
の
︑
マ
ル
ア
シ
ー
本
は
筆
跡
が
細
か
く
判
読
が
困
難
で
あ
る
た
め
︑

本
稿
で
は
議
会
図
書
館
本
を
利
用
し
た
︵Q

arāg
u

zlū
,

A
.

1375kh
:

“N
ah

ḍ
at-i

M
u

sh
aʻsh

aʻī
w

a
G

u
d

h
ārī

b
ar

K
alām

al-M
ah

d
ī”,

M
a

ʻbārif,
v

o
l.

13-
1,p

p
.

59-67.

特
にp

p
.

62-63
を
参
照
の
こ
と
︶
︒
な
お
﹃
マ
フ
デ
ィ
ー
の
言
葉
﹄
の

史
料
解
題
と
し
て
は
唯
一R

an
jb

ar

1382kh
:

p
p

.

17-20.

が
挙
げ
ら
れ
る
︒

⑩

Ṭ
ab

āṭab
āʼī

B
ih

b
ih

ān
ī,

M
.

1381kh
:
F
ihrist-i

N
uskhah

ʼhā
-yi

K
haṭṭī-yi

K
itāb

-khānah
-yi

M
ajlis-i

Shūrā
-yi

Islām
ī,

v
o

l.

32,T
ih

rān
,

p
.

262.

⑪

﹃
マ
フ
デ
ィ
ー
の
言
葉
﹄
に
お
い
て
は
︑
隠
れ
イ
マ
ー
ム
が
幽
隠
し
た
年
と
併
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せ
て
言
及
す
る
と
い
う
形
で
︑
以
下
の
通
り
に
そ
の
時
点
で
の
日
付
が
示
さ
れ
て

い
る
︒
﹇K

M
:

5a

﹈
：
八
五
五
年
ム
ハ
ッ
ラ
ム
月
︵
＝
西
暦
一
四
五
一
年
二
月
十

二
日
～
三
月
十
三
日
︶
︑
﹇K

M
:

1
1
1b;

2
2
0a

﹈
：
八
六
五
年
︵
＝
西
暦
一
四
六
〇

～
一
四
六
一
年
︶
︑
﹇K

M
:

3
2
3b

﹈
：
八
六
一
年
︵
＝
西
暦
一
四
五
六
～
一
四
五
七

年
︶
︑
﹇K

M
:

2
2
4b

﹈
：
八
六
二
年
︵
＝
西
暦
一
四
五
七
～
一
四
五
八
年
︶
︒

⑫

こ
れ
は
﹃
マ
フ
デ
ィ
ー
の
言
葉
﹄
の
最
初
の
セ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
り
︑
残
り
の
セ

ク
シ
ョ
ン
に
現
れ
る
マ
フ
デ
ィ
ー
論
の
要
約
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
︒

た
だ
し
︑
そ
こ
で
の
説
明
は
簡
潔
に
過
ぎ
る
た
め
︑
﹃
マ
フ
デ
ィ
ー
の
言
葉
﹄
全

体
か
ら
内
容
を
補
う
必
要
が
あ
る
︒

本
稿
で
は
ク
ル
ア
ー
ン
の
引
用
を
示
す
際
に
は
﹇Q

章
：
節
﹈
と
い
う
形
式

で
示
す
︒
ま
た
史
料
引
用
中
の
祈
願
文
は
紙
幅
の
都
合
上
省
略
し
た
︒

第
一
章

同
時
代
史
料
に
現
れ
る
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド

第
一
節

サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
の
経
歴

サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
の
政
治
的
経
歴
は
キ
ャ
ス
ラ
ヴ
ィ
ー
氏
や
マ
ゾ
ウ
ィ
ーM

.M
.

M
azzao

u
i

氏
ら
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
る
が
︑
本
章
以
降
の
議
論
の
前
提
と
な
る
た
め
︑
本
章
で
確
認
し
て
お
く①
︒

サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
こ
と
ム
ハ
ン
マ
ド
・
イ
ブ
ン
・
フ
ァ
ラ
ー
フM

u
ḥ

am
m

ad
Ib

n
F

alāḥ

は
十
四
世
紀
末
な
い
し
十
五
世
紀
初
頭
に

ワ
ー
ス
ィ
ト
︵
地
図
参
照
︶
に
誕
生
し
た
︒
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
の
子
孫
を
示
す
サ
イ
イ
ド
と
い
う
綽
名
の
通
り
︑
彼
は
十
二
イ
マ
ー
ム
派
第

七
代
イ
マ
ー
ム
た
る
ム
ー
サ
ー
・
カ
ー
ズ
ィ
ム
の
末
裔
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
︒
彼
は
学
業
で
の
大
成
を
志
し
︑
十
七
歳
に
し
て
当
時
の
シ
ー

ア
派
学
究
の
中
心
地
で
あ
っ
た
ヒ
ッ
ラ
に
移
住
し
︑
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
の
大
家
か
つ
法
解
釈
の
権
威
︵m

u
jtah

id

︶
で
あ
っ
た
イ
ブ
ン
・
フ
ァ
フ
ド

A
ḥ

m
ad

Ib
n

F
ah

d
al-Ḥ

illī ②
に
師
事
し
た
︒
こ
の
時
期
の
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
は
マ
ド
ラ
サ
で
の
隠
遁
な
ど
ス
ー
フ
ィ
ー
的
な
修
行
を
行

っ
て
い
た
ら
し
い
︒
折
し
も
当
時
は
イ
ラ
ン
西
部
を
中
心
と
し
た
カ
ラ
コ
ユ
ン
ル
政
権
と
イ
ラ
ン
東
部
か
ら
中
央
ア
ジ
ア
を
支
配
し
た
テ
ィ

ム
ー
ル
朝
が
衝
突
し
て
お
り
︑
中
で
も
後
に
ム
シ
ャ
ア
シ
ャ
ア
政
権
が
確
立
す
る
イ
ラ
ク
・
ア
ラ
ブ
地
域
は
︑
カ
ラ
コ
ユ
ン
ル
政
権
の
バ
グ

ダ
ー
ド
総
督
と
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
の
シ
ー
ラ
ー
ズ
総
督
が
領
有
を
巡
っ
て
争
っ
て
い
た
︒
当
時
の
バ
グ
ダ
ー
ド
総
督
を
務
め
て
い
た
の
は
︑
王
弟

マフディーかく語りき（角田）
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ア
ス
パ
ン
ド
・
ミ
ー
ル
ザ
ーA

sp
an

d
M

īrzā

で
あ
り
︑
イ
ブ
ン
・
フ
ァ
フ

ド
は
彼
の
シ
ー
ア
派
改
宗
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
人
物
で
あ
っ
た
と
伝
え

ら
れ
る
︒
か
よ
う
な
大
学
者
の
許
で
研
鑽
を
積
ん
で
い
た
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ

ン
マ
ド
で
あ
っ
た
が
︑
﹁
我
は
顕
現
す
る
︒
約
束
さ
れ
し
マ
フ
デ
ィ
ー
と
は

我
で
あ
ろ
う
﹂
と
喧
伝
し
て
マ
フ
デ
ィ
ー
を
自
称
し
た
た
め
に
︑
師
と
の
関

係
は
破
綻
し
た
と
さ
れ
る
︒
師
に
破
門
さ
れ
た
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
は

故
郷
ワ
ー
ス
ィ
ト
に
帰
還
す
る
も
︑
そ
こ
で
も
マ
フ
デ
ィ
ー
を
自
称
し
︑
イ

ブ
ン
・
フ
ァ
フ
ド
の
要
請
を
受
け
た
同
地
の
官
吏
に
捕
縛
さ
れ
た
︒
弁
を
弄

し
て
そ
の
手
を
逃
れ
た
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
は
ジ
ャ
ザ
ー
イ
ル
地
域③
に

転
じ
︑
現
地
の
ベ
ド
ウ
ィ
ン
を
信
者
に
獲
得
し
て
支
配
圏
の
確
立
に
奔
走
し

た
︒
ワ
ー
ス
ィ
ト
・
ジ
ャ
ザ
ー
イ
ル
地
域
か
ら
フ
ワ
イ
ザ
へ
と
転
戦
す
る
も
︑

当
初
の
ム
シ
ャ
ア
シ
ャ
ア
勢
力
は
略
奪
を
行
う
の
が
関
の
山
で
︑
カ
ラ
コ
ユ

ン
ル
政
権
や
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
か
ら
支
配
地
を
奪
取
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
︒

し
か
し
︑
そ
の
間
も
信
者
を
獲
得
し
て
勢
力
を
拡
大
し
た
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ

ン
マ
ド
は
︑
遂
に
一
四
四
五
～
四
六
年
︵
＝
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
八
四
五
年
︶
に
フ
ワ

イ
ザ
を
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
か
ら
奪
う
こ
と
に
成
功
し
︑
そ
こ
へ
の
介
入
を
目
論

ん
だ
ア
ス
パ
ン
ド
・
ミ
ー
ル
ザ
ー
を
出
し
抜
い
て
︑
フ
ワ
イ
ザ
を
恒
久
的
な

根
拠
地
と
し
て
確
立
す
る
に
至
っ
た
︒
こ
れ
を
以
て
ム
シ
ャ
ア
シ
ャ
ア
政
権

が
成
立
し
た
と
い
え
よ
う
︒
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さ
て
︑
十
七
世
紀
に
成
立
し
た
シ
ー
ア
派
列
伝
﹃
信
仰
者
た
ち
の
会
合
﹄
が
伝
え
る
と
こ
ろ
で
は
︑
こ
の
頃
に
は
ム
シ
ャ
ア
シ
ャ
ア
勢
力
の

軍
事
的
指
導
権
は
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
の
息
子
マ
ウ
ラ
ー
・
ア
リ
ーM

aw
lāʿA

lī

が
握
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
︒
マ
ウ
ラ
ー
・
ア
リ
ー
は

支
配
地
の
拡
大
の
た
め
に
各
地
へ
と
遠
征
し
た
が
︑
と
り
わ
け
第
四
代
正
統
カ
リ
フ
・
ア
リ
ー
の
墓
所
を
擁
す
る
ナ
ジ
ャ
フ
で
の
略
奪
と
巡
礼

団
へ
の
攻
撃
を
行
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る④
︒
マ
ウ
ラ
ー
・
ア
リ
ー
は
そ
の
後
の
ク
ー
フ
・
ギ
ー
ル
ー
ヤ
地
方
へ
の
遠
征
の
途
上
で
カ
ラ
コ

ユ
ン
ル
軍
に
殺
害
さ
れ
︑
軍
事
的
指
導
権
は
老
齢
の
父
の
手
に
戻
っ
た
︒
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
は
そ
の
後
ワ
ー
ス
ィ
ト
に
遠
征
を
行
っ
た

が
︑
そ
れ
以
降
は
軍
事
活
動
は
沈
静
化
し
︑
著
述
活
動
に
専
念
し
た
と
さ
れ
る
︒
そ
し
て
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
は
一
四
六
五
～
六
六
年

︵
八
七
〇
年
︶
に
死
去
し
た
︒
こ
れ
以
降
二
〇
世
紀
初
頭
に
レ
ザ
ー
・
シ
ャ
ー
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
る
ま
で
︑
ア
ク
コ
ユ
ン
ル
政
権
・
サ
フ
ァ

ヴ
ィ
ー
朝
な
ど
の
宗
主
権
に
服
し
つ
つ
も
同
地
を
中
心
と
し
て
フ
ー
ゼ
ス
タ
ー
ン
一
帯
は
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
の
子
孫
に
よ
っ
て
統
治
さ

れ
る
こ
と
と
な
る⑤
︒

第
二
節

同
時
代
史
料
が
伝
え
る
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
の
宗
教
的
姿
勢

前
節
で
は
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
が
マ
フ
デ
ィ
ー
を
自
称
し
て
フ
ー
ゼ
ス
タ
ー
ン
に
王
朝
を
確
立
す
る
ま
で
の
経
緯
を
確
認
し
た
が
︑
同

時
代
史
料
は
彼
の
軍
事
行
動
に
宗
教
的
な
評
価
を
下
し
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
マ
ム
ル
ー
ク
朝
の
年
代
記
﹃
月
日
の
移
ろ
い
に
お
け
る
世
事
﹄

Ḥ
aw
ādith

al-D
uhūr

fī
M
adā

al-A
yyām

w
a
ʼl-Shuhūr

に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
︒

伝
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
︑
本
年
︵
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
八
六
〇
年
＝
西
暦
一
四
四
五
～
四
六
年
︶
も
イ
ラ
ク
の
者
は
前
年
と
同
様
に
ム
シ
ャ
ア
シ
ャ
ア

︵S
h

aʻsh
āʻ

︶
を
恐
れ
て
誰
一
人
と
し
て
巡
礼
を
行
え
な
か
っ
た
︒
こ
の
者
は
二
〇
年
以
上
︻
活
動
し
て
︼
お
り
︑
︻
人
々
に
︼
彼
と
共
に
蜂
起
す
る
よ
う

に
呼
び
か
け
て
い
た
︒
彼
は
シ
ャ
リ
ー
フ
︵
＝
ム
ハ
ン
マ
ド
裔
︶
を
名
乗
り
︑
マ
フ
デ
ィ
ー
を
自
称
し
て
い
た
︒
︵
中
略
︶
彼
は
老
人
︵sh

ay
k

h
k

ab
īr

︶

で
あ
り
︑
邪
悪
な
背
反
の
徒
︵rāfiḍ

ī
k

h
ab

īth

︶
︑
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
い
か
な
る
宗
教
に
も
従
わ
ぬ
不
信
仰
者
で
あ
っ
た
︒

﹇Ḥ
D

:

24
9-5
0
﹈
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彼
︵
＝
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
︶
は
シ
ャ
リ
ー
フ
を
名
乗
り
︑
異
端
者
︵zin

d
īq

︶
と
な
っ
て
い
た
︒
そ
れ
か
ら
イ
ラ
ク
へ
向
か
い
︑
女
犯
︵al-fu

rū
j

︶

や
諸
々
の
禁
忌
を
犯
し
た
︒
彼
の
周
囲
に
は
多
く
の
人
々
が
集
ま
っ
た
が
︑
そ
れ
は
彼
が
人
々
に
対
し
て
行
使
し
た
種
々
の
魔
術
︵an

w
āʻ

al-siḥ
r

︶
故
で

あ
っ
た
︒
そ
れ
か
ら
彼
は
預
言
者
を
自
称
し
︑
そ
の
地
域
の
人
々
の
信
仰
を
堕
落
さ
せ
た
︒
︵
中
略
︶
︻
東
方
の
︼
諸
王
は
彼
の
活
動
に
対
し
て
無
力
で
あ

り
︑
そ
の
勢
力
は
︑
彼
が
人
々
に
対
し
て
行
使
し
た
種
々
の
魔
術
に
よ
る
奇
跡
︵k

h
a
w

ā
riq

︶
や
︑
禁
忌
で
あ
ろ
う
と
︻
配
下
の
︼
人
々
が
望
む
こ
と
を

認
め
た
こ
と
に
起
因
し
て
い
た
︒
神
が
彼
を
滅
ぼ
す
ま
で
そ
の
生
涯
は
続
い
た
︒

﹇Ḥ
D

:

3
06
﹈

つ
ま
り
外
部
か
ら
視
点
で
は
︑
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
は
単
な
る
反
乱
者
の
頭
目
と
し
て
で
は
な
く
︑
マ
フ
デ
ィ
ー
あ
る
い
は
預
言
者
を
騙

る
異
端
者
で
あ
り
︑
不
信
仰
者
・
背
反
者
と
い
っ
た
レ
ッ
テ
ル
で
非
難
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
ま
た
彼
の
勢
力
拡
大
は
彼
が
行
使
し
た

魔
術
な
い
し
奇
跡
に
起
因
し
て
い
た
と
い
う
︒
こ
れ
に
関
し
て
﹃
信
仰
者
た
ち
の
会
合
﹄
は
ム
シ
ャ
ア
シ
ャ
ア
勢
力
の
行
っ
て
い
た
奇
妙
な
慣

行
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
︒

サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
は
彼
ら
︵
＝
信
者
︶
に
ア
リ
ー
の
名
を
含
ん
だ
唱
名
︵d

h
ik

r

︶
を
教
え
た
が
︑
こ
れ
を
口
に
す
る
と
同
時
に
照
光
状
態

︵k
ay

fiy
y

at-i
tash

aʻsh
u

ʻ

︶
が
生
じ
︑
彼
ら
の
肉
体
は
石
の
よ
う
に
︻
硬
化
︼
し
た
︒
彼
ら
は
剣
を
腹
部
に
置
い
て
湾
曲
さ
せ
る
な
ど
の
危
険
な
こ
と
な

ど
を
行
っ
て
は
人
々
を
驚
愕
さ
せ
て
い
た⑥
︒

﹇M
M

:

3
66
﹈

こ
の
よ
う
に
︑
妖
し
げ
な
業
を
用
い
て
ベ
ド
ウ
ィ
ン
を
リ
ク
ル
ー
ト
し
て
い
た
と
さ
れ
る
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
で
あ
っ
た
が
︑
﹃
信
仰
者

た
ち
の
会
合
﹄
に
よ
れ
ば
彼
の
息
子
マ
ウ
ラ
ー
・
ア
リ
ー
は
マ
フ
デ
ィ
ー
を
自
称
し
た
父
を
も
凌
ぐ
異
端
的
信
仰
を
保
持
し
て
い
た
と
い
う
︒

マ
ウ
ラ
ー
・
ア
リ
ー
は
父
の
晩
年
に
父
に
対
し
て
主
導
権
を
握
り
︑
支
配
の
手
綱
を
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
の
手
か
ら
奪
っ
て
︑
こ
の
部
民
た
ち
の
頭
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目
と
な
っ
た
︒
彼
ら
に
は
次
の
よ
う
な
信
仰
が
あ
っ
た
︒
即
ち
︑
信
徒
の
長
様
︵
＝
イ
マ
ー
ム
・
ア
リ
ー
︶
の
清
浄
な
霊
魂
︵rū

ḥ

︶
は
彼
の
中
に
受
肉

︵ḥ
u

lū
l

︶
し
て
お
り
︑
か
の
御
方
は
生
き
て
い
る
︑
と
︒
そ
れ
故
に
彼
ら
は
イ
ラ
ク
・
ア
ラ
ブ
に
侵
攻
し
︑
︻
ナ
ジ
ャ
フ
に
あ
っ
た
ア
リ
ー
の
︼
神
聖
な

墓
所
を
略
奪
し
︑
こ
の
参
詣
地
に
お
い
て
不
道
徳
︵b

ī-a
d

a
b

ī

︶
の
限
り
を
尽
く
し
た
︒
︵
中
略
︶
ま
た
前
述
の
マ
ウ
ラ
ー
・
ア
リ
ー
は
先
の
主
張
に
飽
き

足
ら
ず
︑
神
性
ま
で
を
も
主
張
し
た
︵d

aʻw
ā-y

i
k

h
u

d
āʼī

n
īz

k
ard

︶
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
︒

﹇M
M

:

3
76
﹈

﹃
信
仰
者
た
ち
の
会
合
﹄
が
伝
え
る
マ
ウ
ラ
ー
・
ア
リ
ー
の
主
張
の
要
点
は
次
の
よ
う
に
纏
め
ら
れ
よ
う
︒
即
ち
︑
イ
マ
ー
ム
・
ア
リ
ー
の
霊

魂
は
マ
ウ
ラ
ー
・
ア
リ
ー
に
受
肉
し
て
い
る
︒
そ
し
て
イ
マ
ー
ム
・
ア
リ
ー
は
神
で
あ
る
︒
故
に
マ
ウ
ラ
ー
・
ア
リ
ー
は
神
で
あ
る⑦
︒
し
た
が

っ
て
︑
マ
ウ
ラ
ー
・
ア
リ
ー
が
イ
マ
ー
ム
・
ア
リ
ー
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
な
ら
ば
︑
偽
り
の
墓
所
は
破
壊
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
︒
し
か
し
こ
の

よ
う
な
息
子
の
姿
勢
は
父
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
が
首
肯
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
同
じ
く
﹃
信
仰
者
た
ち
の
会
合
﹄
に

よ
れ
ば
︑
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
の
許
に
は
マ
ウ
ラ
ー
・
ア
リ
ー
の
ナ
ジ
ャ
フ
襲
撃
に
関
す
る
批
判
が
多
方
面
か
ら
寄
せ
ら
れ
て
お
り
︑
己

の
非
力
さ
ゆ
え
に
息
子
を
統
御
で
き
な
か
っ
た
の
だ
と
書
簡
を
送
っ
て
弁
明
し
た
と
い
う
﹇M

M
:

3
76
-7
7⑧

﹈
︒

さ
て
︑
こ
の
よ
う
な
ア
リ
ー
の
神
格
化
な
ら
び
に
輪
廻
︵tan

āsu
k

h

︶
の
思
想
は
︑
イ
ス
ラ
ー
ム
の
教
理
か
ら
し
て
排
斥
さ
れ
る
べ
き
観
念
で

あ
る
が
︑
歴
史
上
こ
の
類
の
信
仰
を
擁
す
る
集
団
は
時
折
現
出
し
て
お
り
︑
彼
ら
は
﹁
極
端
派
︵g

h
u

lāt

︶
﹂
と
呼
称
さ
れ
て
き
た
︒
菊
地
達
也

氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
極
端
派
に
共
通
す
る
中
心
的
教
義
は
﹁
自
ら
の
イ
マ
ー
ム
に
神
性
を
見
出
す
こ
と
﹂
に
求
め
ら
れ
る
の
で
︑
そ
の
点

に
お
い
て
確
か
に
マ
ウ
ラ
ー
・
ア
リ
ー
は
極
端
派
に
類
す
る
信
仰
を
保
持
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い⑨
︒
後
の
章
で
詳
し
く
み
る
こ
と
に
な
る
が
︑

サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
は
自
書
﹃
マ
フ
デ
ィ
ー
の
言
葉
﹄
に
お
い
て
︑
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
に
遡
る
ハ
デ
ィ
ー
ス
を
援
用
し
て
イ
マ
ー
ム
・

ア
リ
ー
を
神
と
見
做
す
極
端
派
を
一
応
は
否
定
し
て
い
る
︒
し
か
し
実
の
と
こ
ろ
︑
﹃
マ
フ
デ
ィ
ー
の
言
葉
﹄
に
現
れ
る
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン

マ
ド
の
マ
フ
デ
ィ
ー
自
称
論
理
は
︑
ま
さ
に
マ
ウ
ラ
ー
・
ア
リ
ー
が
主
張
し
た
と
さ
れ
る
﹁
ア
リ
ー
の
神
性
﹂
な
ら
び
に
﹁
他
者
へ
の
霊
魂
の

受
肉
﹂
と
い
う
テ
ー
ゼ
と
関
連
し
て
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

マフディーかく語りき（角田）

43 (409)



①

本
節
で
の
情
報
は
﹇M

M
:

3
6
6
-
7
7
﹈
に
拠
っ
た
︒
こ
の
史
料
の
成
立
自
体
は

一
六
〇
一
年
で
あ
る
が
︑
当
該
箇
所
の
記
述
は
一
四
八
六
年
頃
成
立
の
同
時
代
史

料
﹃
ギ
ヤ
ー
ス
史
﹄T

a
ʼrīkh

al-G
hiyāthī

の
引
用
で
あ
る
た
め
︑
信
頼
性
が
高

い
︵
な
お
﹃
ギ
ヤ
ー
ス
史
﹄
の
該
当
箇
所
は
伝
存
し
て
い
な
い
︶
︒
両
著
作
の
解

題
に
つ
い
て
はR

an
jb

ar

1
3
2
8kh

:
p

p
.

2
1
-
2
7.

を
参
照
の
こ
と
︒
ま
た
サ
イ
イ

ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
の
政
治
的
経
歴
の
詳
細
に
つ
い
て
はC

ask
el,

W
.

1933-34:

“E
in

M
ah

d
i

d
es

1
5.Jah

rh
u

n
d

erts
:

S
aijid

M
u

ḥ
m

m
ad

Ib
n

F
alāḥ

u
n

d
sein

e

N
ach

k
o

m
m

en
”,
Islam

ica
v

o
l.

4.p
p

.

4
8
-
9
3;

K
asraw

ī

1
3
1
2kh

:
p

p
.

10-20;

M
a
z
z
a
o

u
i

1
9
8
1
-
8
4:

“M
u

sh
a
ʻsh

a
ʻiy

ā
n

:
a

F
ifte

e
n

th
C

e
n

tu
ry

S
h

īʻi

M
o

v
em

en
t

in
K

h
ū

zistān
an

d
S

o
u

th
ern

Iraq
”,
F
olia

O
rientalia

,
v

o
l.

22,p
p

.

13
9
-
6
2;

R
an

jb
ar

1
3
8
2k

h
:

p
p

.
1
4
1
-
7
6.

を
参
照
の
こ
と
︒

②

一
四
三
八
年
没
︒
イ
ブ
ン
・
フ
ァ
フ
ド
は
シ
ー
ア
主
義
と
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
を
融

合
さ
せ
て
後
の
シ
ー
ア
派
法
学
者
に
影
響
を
与
え
た
︒
彼
の
事
績
・
著
作
に
つ
い

て
は

al-S
h

ay
b

ī,
K

.M
.

1
3
5
9kh

:
T
ashayyu

ʻ
w
a
T
aṣaw

w
uf:

tā
Ā
ghāz-i

Sudda
-yi

D
aw
āzdahum

-i
H
ijrī,

A
.D

.
Q

arāg
u

zlū
(tr.),

T
ih

rān
,

p
p

.

272-85.

を
参
照
の
こ
と
︒
な
お
﹃
信
仰
者
た
ち
の
会
合
﹄
に
よ
れ
ば
︑
イ
ブ
ン
・
フ
ァ
フ

ド
は
魔
術
︵ʻu

lū
m

-i
g

h
arīb

a

︶
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
﹇M

M
:

366
﹈
︒

少
な
く
と
も
﹃
信
仰
者
た
ち
の
会
合
﹄
の
著
者
は
︑
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
は

こ
の
師
か
ら
得
た
魔
術
の
知
識
を
通
じ
て
奇
跡
を
実
践
し
︑
信
奉
者
を
拡
大
し
た

と
考
え
て
い
る
よ
う
だ
が
︑
こ
れ
が
ど
の
程
度
ま
で
史
実
を
反
映
し
て
い
る
か
は

不
明
で
あ
る
︒
ま
た
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
と
同
時
期
に
マ
フ
デ
ィ
ー
を
自
称

し
て
い
た
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ヌ
ー
ル
バ
フ
シ
ュ
も
︑
か
つ
て
イ
ブ
ン
・
フ
ァ
フ
ド
の

許
で
学
ん
で
い
た
と
さ
れ
る
﹇B

ash
ir

2
0
0
3:

p
.

5
5.

﹈
︒

③

ク
ー
フ
ァ
・
ワ
ー
ス
ィ
ト
か
ら
バ
ス
ラ
に
至
る
ま
で
の
︑
ユ
ー
フ
ラ
テ
ス
川
と

テ
ィ
グ
リ
ス
川
で
挟
ま
れ
た
湿
地
帯
︒
旧
来
こ
の
地
域
は
バ
タ
ー
イ
フ

︵B
aṭāʼiḥ

︶
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
︑
モ
ン
ゴ
ル
支
配
期
以
降
ジ
ャ
ザ
ー
イ
ル
と
呼

称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
こ
の
地
は
一
四
四
〇
年
以
降
︑
一
五
四
六
年
の
オ
ス

マ
ン
朝
に
よ
る
征
服
に
至
る
ま
で
ム
シ
ャ
ア
シ
ャ
ア
政
権
の
勢
力
下
に
入
っ
て
い

た
﹇S

treck
,

M
.

an
d

S
aleh

E
l-A

li

1986:“al-B
aṭīḥ

a”,
E
I2,

p
p

.

1
093
-97.

﹈
︒

④

ム
シ
ャ
ア
シ
ャ
ア
勢
力
の
ナ
ジ
ャ
フ
襲
撃
に
つ
い
て
は
別
の
マ
ム
ル
ー
ク
朝
側

の
史
料
に
も
記
載
さ
れ
て
い
る
﹇M

azzao
u

i

1981-84:
p

p
.

148-51.

﹈
︒
な
お
︑

ナ
ジ
ャ
フ
襲
撃
に
言
及
し
た
と
思
し
き
書
簡
が
﹃
マ
フ
デ
ィ
ー
の
言
葉
﹄
に
収
録

さ
れ
て
お
り
︵K

M
:

328a-

31a;
cf.

R
an

jb
ar

1328kh
:

p
.

17
2.

︶
︑
特
に

﹇K
M

:

329b

﹈
で
は
︑
何
ら
か
の
事
情
に
よ
り
彼
ら
が
ナ
ジ
ャ
フ
襲
撃
を
余
儀

な
く
さ
れ
た
旨
が
仄
め
か
さ
れ
て
い
る
︒

⑤

サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
以
降
の
ム
シ
ャ
ア
シ
ャ
ア
政
権
に
つ
い
て
は

M
in

o
rsk

y
,

W
.

1987:
“M

u
sh

aʿsh
aʿ”,

E
.
J.

B
rillʼs

F
irst

E
ncyclopaedia

of

Islam
1913

-1936
,

L
eid

en
,

p
p

.

160-63.

を
参
照
の
こ
と
︒

⑥

ム
シ
ャ
ア
シ
ャ
ア
勢
力
が
行
っ
て
い
た
と
い
う
こ
の
奇
妙
な
慣
行
に
つ
い
て
述

べ
た
﹃
信
仰
者
た
ち
の
会
合
﹄
の
記
述
は
﹃
ギ
ヤ
ー
ス
史
﹄
の
引
用
外
の
情
報
で

あ
る
︒
そ
の
一
方
で
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
初
期
に
成
立
し
た
年
代
記
﹃
伝
記
の
伴

侶
﹄
に
は
︑
こ
れ
と
一
致
す
る
彼
ら
の
慣
行
や
ア
リ
ー
の
神
性
に
対
す
る
信
仰
が

記
さ
れ
て
い
る
﹇G

iy
āth

al-D
īn

K
h

w
ān

d
am

īr,
T
ārīkh

-i
Ḥ
abīb

al-Siyar,
Jalāl

al-D
īn

H
u

m
āʼī

(ed
.),

v
o

l.

4,T
ih

rān
,

1362kh
,

p
.

496.

﹈
︒

⑦

A
m

o
u

retti

1986:
p

.

628.

⑧

﹃
信
仰
者
た
ち
の
会
合
﹄
の
記
述
は
外
部
か
ら
の
情
報
で
あ
り
︑
そ
こ
で
提
示

さ
れ
た
マ
ウ
ラ
ー
・
ア
リ
ー
の
主
張
を
無
批
判
に
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒

し
か
し
︑
﹃
マ
フ
デ
ィ
ー
の
言
葉
﹄
に
は
﹁
彼
ら
の
う
ち
で
︑
我
と
我
が
子
に
つ

い
て
極
端
で
あ
っ
た
︵g

h
ālat

b
ī

w
a

b
i-aw

lād
ī

︶
一
団
の
者
た
ち
﹂
へ
の
難
色

︵
﹇K

M
:

76b-

77a

﹈
︶
や
︑
マ
ウ
ラ
ー
・
ア
リ
ー
に
よ
る
軍
事
行
動
を
サ
イ
イ

ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
が
事
前
に
ヒ
ッ
ラ
の
統
治
者
に
警
告
し
て
い
た
旨
が
仄
め
か
さ

れ
る
︵K

M
:

61b;
cf.

K
asraw

ī

1312kh
:

p
p

.

29,

31-32;
A

m
o

u
retti

1
986:

p
.

628;
B

ash
ir

2001:
p

.

24;
R

an
jb

ar

1382kh
.

p
p

.

171-73.

︶
な
ど
︑
抽
象

的
で
は
あ
る
が
﹃
信
仰
者
た
ち
の
会
合
﹄
の
情
報
を
裏
付
け
る
記
述
が
存
在
す
る
︒

44 (410)



⑨

菊
地
達
也
︵
二
〇
一
四
︶
：
﹁
極
端
派
︵
グ
ラ
ー
ト
︶
の
伝
統
と
ア
ラ
ウ
ィ
ー

派
﹂
近
藤
洋
平
︵
編
︶
﹃
中
東
の
思
想
と
社
会
を
読
み
解
く
﹄
東
京
大
学
中
東
地

域
研
究
セ
ン
タ
ー

一
〇
九
～
一
三
〇
頁
︒

第
二
章

ヒ
ジ
ャ
ー
ブ
の
理
論

第
一
章
で
は
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
の
経
歴
が
同
時
代
史
料
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
た
か
を
確
認
し
た
︒
本
章
以
降
で
は
︑

彼
の
著
作
﹃
マ
フ
デ
ィ
ー
の
言
葉
﹄
の
記
述
に
基
づ
い
て
︑
そ
こ
に
描
か
れ
た
マ
フ
デ
ィ
ー
論
を
分
析
す
る
︒

既
に
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
の
マ
フ
デ
ィ
ー
論
は
十
二
イ
マ
ー
ム
派
と
共
通
す
る
部
分
が
多
く
︑
同
派
の
隠
れ

イ
マ
ー
ム
を
マ
フ
デ
ィ
ー
と
同
定
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
上
で
自
ら
を
そ
の
代
理
と
位
置
付
け
て
い
る
点
に
最
大
の
特
徴
が
あ
る
︒
よ
っ

て
は
じ
め
に
︑
隠
れ
イ
マ
ー
ム
の
代
理
を
自
称
す
る
際
に
彼
が
ど
の
よ
う
に
自
己
言
及
し
て
い
た
か
を
確
認
し
て
お
き
た
い
︒
ラ
ン
ジ
ュ
バ
ル

氏
は
﹁
彼
︵
＝
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
︶
は
十
二
イ
マ
ー
ム
派
の
第
十
二
代
イ
マ
ー
ム
の
幽
隠
と
顕
現
を
否
定
し
て
い
な
い
︒
し
か
し
自
身
の

立
場
と
使
命
︵risālah

︶
に
つ
い
て
新
た
に
言
及
す
る
際
に
︑
﹃
立
場
︵m

aq
ām

︶
﹄
﹃
ヒ
ジ
ャ
ー
ブ
︵ḥ

ijāb

︶
﹄
﹃
代
理
性
︵n

iy
āb

ah

︶
﹄
と
い
う
肩
書

を
表
明
し
て
い
る
﹂
と
述
べ
︑
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
が
マ
フ
デ
ィ
ー
の
代
理
を
名
乗
る
際
に
利
用
し
た
三
つ
の
肩
書
を
挙
げ
て
い
る①
︒
そ

の
う
ち
﹁
立
場
﹂
と
﹁
代
理
性
﹂
は
正
に
﹁
代
理
﹂
以
上
の
意
味
を
有
し
て
い
な
い
の
で
︑
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
が
い
か
な
る
ロ
ジ
ッ
ク

に
基
づ
い
て
隠
れ
イ
マ
ー
ム
の
代
理
を
名
乗
っ
た
か
に
つ
い
て
は
﹁
ヒ
ジ
ャ
ー
ブ
﹂
と
い
う
言
葉
の
分
析
を
通
じ
て
考
察
す
る
の
が
適
切
で
あ

ろ
う
︒
こ
の
﹁
ヒ
ジ
ャ
ー
ブ
﹂
と
い
う
語
は
ア
ラ
ビ
ア
語
動
詞ḥ

a
ja

b
a

︵
被
覆
す
る
︶
か
ら
派
生
し
た
名
詞
で
︑
一
般
的
に
は
女
性
ム
ス
リ
ム

が
頭
髪
を
覆
い
隠
す
る
た
め
に
用
い
る
ヴ
ェ
ー
ル
を
指
す
︒
し
か
し
︑
こ
こ
で
の
﹁
ヒ
ジ
ャ
ー
ブ
﹂
と
い
う
語
に
特
別
な
含
意
が
あ
る
こ
と
は

次
の
引
用
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
︒

汝
ら
が
知
っ
て
い
る
よ
う
に
顕
現
し
た
こ
れ
な
る
サ
イ
イ
ド
︵
＝
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
︶
は
︑
代
理
関
係
を
通
じ
て
︵b

iʼl-istin
ā
b

a

︶
肉
体
が
霊
魂

マフディーかく語りき（角田）
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の
代
理
を
務
め
る
よ
う
に
︑
代
理
と
し
て
隠
れ
イ
マ
ー
ム
の
座
に
立
つ
者
で
あ
る
︒
︵
中
略
︶
こ
れ
な
る
サ
イ
イ
ド
は
︑
こ
の
不
可
視
の
秘
密
︵h

ād
h

ā
al-

sirr
al-g

h
āʼib

︶
の
た
め
の
ヒ
ジ
ャ
ー
ブ
・
道
具
で
あ
り
︑
︻
隠
れ
イ
マ
ー
ム
が
︼
幽
隠
し
て
い
る
状
況
下
で
の
代
理
︵al-m

an
āb

︶
で
あ
る
︒
隠
れ
イ

マ
ー
ム
の
︻
こ
の
よ
う
な
︼
状
況
で
︑
か
の
者
の
代
理
が
な
け
れ
ば
︑
︻
神
の
︼
叡
智
は
完
遂
さ
れ
ず
︑
神
か
ら
醜
行
︵q

u
b

ḥ

︶
が
消
え
去
ら
な
い
と
い
う

こ
と
に
な
る
︻
が
︑
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
得
な
い②
︼
︒

﹇K
M

:

22
5b-

22
7b

﹈

さ
て
︑
彼
が
肩
書
と
し
て
使
用
す
る
﹁
ヒ
ジ
ャ
ー
ブ
﹂
と
い
う
語
に
い
か
な
る
意
味
が
附
さ
れ
て
い
た
か
を
先
に
説
明
す
る
と
︑
そ
れ
は
﹁
霊

魂
を
被
覆
す
る
も
の
﹂
︑
即
ち
人
間
の
肉
体
で
あ
る
︒
右
の
引
用
に
現
れ
る
よ
う
に
︑
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
は
隠
れ
イ
マ
ー
ム
と
そ
の
代

理
で
あ
る
己
の
関
係
性
を
﹁
霊
魂
と
肉
体
の
関
係
﹂
に
擬
え
て
主
張
す
る
︒
そ
こ
で
︑
彼
が
提
示
す
る
霊
魂
に
関
す
る
議
論
を
見
て
い
く
必
要

が
あ
る
︒
﹃
マ
フ
デ
ィ
ー
の
言
葉
﹄
に
お
い
て
は
︑
思
弁
神
学
者
︵m

u
tak

allim

︶
の
霊
魂
に
関
す
る
見
解
が
次
の
よ
う
に
引
用
さ
れ
る
︒

カ
ラ
ー
ム
派
の
信
仰
箇
条
の
徒
た
る
思
弁
神
学
者
ら
は
﹁
人
間
と
は
霊
魂
に
他
な
ら
な
い
︒
そ
の
肉
体
は
そ
こ
に
被
覆
さ
れ
た
こ
の
実
体
︵
＝
霊
魂
︶
の

道
具
で
あ
り
︑
召
使
︵k

h
ād

im

︶
で
あ
る
﹂
と
言
う
︒

﹇K
M

:

1
55a

﹈

右
の
引
用
と
︑
己
を
隠
れ
イ
マ
ー
ム
︵
先
の
引
用
で
は
﹁
不
可
視
の
秘
密
﹂
と
表
現
さ
れ
て
い
る
︶
の
﹁
道
具
﹂
と
す
る
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド

の
表
現
が
平
行
関
係
に
あ
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
ろ
う
︒
し
た
が
っ
て
︑
﹃
マ
フ
デ
ィ
ー
の
言
葉
﹄
に
描
か
れ
た
﹁
霊
魂
と
肉
体
の
関
係
性
﹂

に
着
目
し
︑
﹁
ヒ
ジ
ャ
ー
ブ
﹂
と
い
う
語
が
体
現
す
る
﹁
代
理
者
と
被
代
理
者
﹂
の
関
係
性
を
整
理
す
る
︒

46 (412)



第
一
節

霊

肉

二

元

論

一

人

間

の

本

質

﹁
我
ら
が
論
究
し
て
い
る
の
は
︑
神
的
な
秘
密
︵al-asrār

al-ilāh
iy

y
a

︶
た
る
霊
魂
に
他
な
ら
な
い
﹇K

M
:

34
6a

﹈
﹂
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
︑
﹃
マ
フ
デ
ィ
ー
の
言
葉
﹄
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
主
張
の
根
底
に
あ
る
も
の
は
︑
霊
魂
に
関
す
る
考
察
で
あ
る
︒
著
者
の
見
解
に
よ
れ

ば
︑
霊
魂
が
肉
体
に
受
肉
す
る
︵taḥ

u
llu

fī-h
i

︶
の
は
肉
体
の
創
造
が
完
了
し
た
後
︑
即
ち
子
宮
に
お
い
て
受
精
し
た
精
液
が
四
か
月
経
ち
︑

毛
髪
が
発
生
し
た
後
で
あ
る
﹇K

M
:

154b-

55a

﹈
︒
彼
は
︑
受
肉
後
も
霊
魂
と
肉
体
は
互
い
に
独
立
し
た
被
造
物
で
あ
る
と
す
る
が
︑
そ
れ
ゆ

え
に
次
の
よ
う
な
疑
問
が
生
じ
る
︒
﹁
で
は
霊
魂
と
肉
体
が
相
異
な
る
も
の
だ
と
し
て
︑
そ
の
ど
ち
ら
が
ザ
イ
ド
や
ア
ム
ル
や
ハ
ー
リ
ド
や
バ

ク
ル
︻
と
い
っ
た
個
人
名
︼
や
預
言
者
・
委
託
者
︵w

aṣī

︶
・
聖
者
︵w

alī

︶
・
主
を
識
る
者
︵ʻārim

al-rab
b

ān
ī

︶
な
ど
と
呼
ば
れ
る
人
間
な
の
だ

ろ
う
か
﹇K

M
:

155a

﹈
︒
﹂
こ
れ
に
対
し
て
︑
思
弁
神
学
者
ら
の
言
説
を
引
用
し
て
次
の
よ
う
な
説
明
が
な
さ
れ
る
︒

思
弁
神
学
者
た
ち
の
信
仰
箇
条
に
お
け
る
彼
ら
の
学
説
で
は
︑
人
間
と
は
霊
魂
に
他
な
ら
な
い
︒
本
義
︵a

l-ḥ
a
q

īq
a

︶
に
お
い
て
︑
前
述
の
ア
ー
ダ
ム

︵
＝
ア
ダ
ム
と
は
霊
魂
で
あ
る
︒
こ
れ
は
耳
を
貸
す
者
に
は
議
論
の
余
地
の
な
い
こ
と
で
あ
り
︑
論
争
は
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
る
︒
彼
の
死
と
は
︑
肉

体
か
ら
そ
の
霊
魂
が
分
離
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
︒

﹇K
M

:

1
55a

﹈

サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
は
こ
の
よ
う
な
思
弁
神
学
者
の
見
解
を
流
用
し
た
上
で
︑
修
辞
学
の
用
語
を
用
い
て
人
間
の
本
義
と
は
霊
魂
だ
と
断

言
す
る
︒

ハ
デ
ィ
ー
ス
と
ク
ル
ア
ー
ン
を
整
合
︻
的
に
解
釈
︼
す
る
と
い
う
こ
と
︵al-jam

ʻu
b

ay
n

aʼl-ḥ
ad

īth
w

aʼl-Q
u

rʼān

︶
と
は
︑
人
間
の
本
義
︵al-ḥ

aq
īq

a

︶

マフディーかく語りき（角田）

47 (413)



と
比
喩
︵al-m

ajāz

︶
を
論
究
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
霊
魂
と
肉
体
の
間
の
関
係
性
ゆ
え
に
︑
︻
人
間
の
︼
本
義
と
は
霊
魂
で
あ
り
︑
︻
そ
の
︼
比
喩
と
は
肉
体

の
こ
と
で
あ
る
︒
︻
こ
れ
は
例
え
る
な
ら
ば
︼
汝
が
ザ
イ
ド
の
奴
隷
し
か
見
て
い
な
い
に
も
拘
わ
ら
ず
︑
両
者
の
関
係
性
ゆ
え
に
﹁
私
は
ザ
イ
ド
を
見
か
け

た
の
で
︑
彼
に
お
辞
儀
を
し
た
﹂
と
言
う
の
と
同
じ
で
あ
る
︒
こ
れ
︵
＝
ザ
イ
ド
の
奴
隷
を
以
て
ザ
イ
ド
と
す
る
表
現
︶
は
比
喩
で
示
し
て
い
る
の
で
あ

り
︑
本
義
で
示
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
︒
修
辞
学
者
ら
︵al-ʻu

lam
āʼ

al-m
aʻān

ī
w

aʼl-b
ay

ān

︶
は
︑
こ
の
︻
よ
う
な
比
喩
の
用
法
︼
を
許
容
し
て
い
る
︒

﹇K
M

:

15
5b

﹈

こ
こ
で
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
が
言
わ
ん
と
し
て
い
る
の
は
︑
﹁
人
間
﹂
と
い
う
語
の
本
来
的
な
指
示
対
象
は
あ
く
ま
で
霊
魂
だ
と
い
う
こ

と
で
あ
る
︒
換
言
す
れ
ば
︑
﹁
人
間
﹂
と
言
う
語
の
日
常
用
法
︑
つ
ま
り
こ
の
語
で
肉
体
を
含
め
た
人
間
全
体
を
指
す
用
法
は
二
次
的
な
比
喩

的
用
法
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
修
辞
学
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
﹁
本
義
﹂
と
﹁
比
喩
﹂
と
い
う
概
念
を
用
い

て
︑
彼
は
霊
魂
こ
そ
を
人
間
の
本
質
と
規
定
す
る
︒
こ
の
理
解
に
基
づ
い
て
︑
行
為
の
主
体
は
霊
魂
で
あ
り
︑
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
行
為
の
源
泉

は
霊
魂
だ
と
分
析
さ
れ
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
け
る
人
間
の
救
済
は
終
末
の
日
の
﹁
最
後
の
審
判
﹂
で
の
裁
定
に
依
拠
し
て
い
る
︒
こ
の
最
後
の
審
判
に
お

い
て
︑
神
は
人
間
の
霊
魂
を
生
前
の
肉
体
に
戻
し
︑
生
前
の
生
き
方
︑
即
ち
生
前
の
行
為
を
基
準
と
し
て
︑
審
判
を
下
す
︒
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ

ン
マ
ド
が
述
べ
る
よ
う
に
人
間
の
本
質
が
霊
魂
で
あ
る
な
ら
ば
︑
な
に
ゆ
え
神
は
最
後
の
審
判
に
お
い
て
霊
魂
を
肉
体
に
戻
す
の
だ
ろ
う
か
︒

ま
た
人
間
が
シ
ャ
リ
ー
ア
に
反
す
る
不
法
行
為
を
犯
し
た
場
合
に
は
︑
そ
の
本
体
で
あ
る
は
ず
の
霊
魂
で
は
な
く
肉
体
に
懲
罰
が
科
さ
れ
る
︒

こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
は
肉
体
の
媒
介
性
を
強
調
す
る
︒

さ
て
︑
殺
人
者
に
つ
い
て
言
え
ば
︑
彼
が
意
図
的
に
殺
人
を
犯
し
た
場
合
︑
報
復
と
し
て
肉
体
に
同
害
報
復
刑
︵q

iṣāṣ

︶
が
科
さ
れ
る
︒
霊
魂
こ
そ
が
殺

人
の
主
体
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
︑
殺
人
へ
の
同
害
報
復
刑
が
科
さ
れ
る
の
は
霊
魂
で
は
な
い
︒
霊
魂
は
肉
体
と
異
な
る
存
在
で
あ
り
︑
殺
人
や
争
い

48 (414)



︻
と
い
う
行
為
︼
は
肉
体
か
ら
生
じ
る
の
で
は
な
い
︒
︵
中
略
︶
そ
う
で
は
な
く
て
︑
全
て
︻
の
行
為
︼
は
肉
体
を
媒
介
と
し
て
霊
魂
か
ら
発
生
す
る
の
だ
︒

し
た
が
っ
て
︻
肉
体
と
魂
の
︼
共
同
性
ゆ
え
に
︑
霊
魂
へ
の
罰
と
し
て
︻
肉
体
が
︼
罰
さ
れ
︑
霊
魂
へ
の
報
い
と
し
て
︻
肉
体
が
︼
報
償
を
与
え
ら
れ
る
︒

つ
ま
り
︑
霊
魂
と
は
肉
体
で
あ
り
︑
肉
体
と
は
霊
魂
な
の
だ
︵fa-h

iy
a

h
u

w
a

w
a

h
u

w
a

h
iy

a

︶
︒
霊
魂
の
︻
為
し
た
こ
と
の
︼
代
償
と
し
て
︑
病
の
苦
痛

や
喜
び
の
阻
害
や
︻
そ
の
︼
結
末
の
過
酷
さ
や
鞭
打
ち
で
肉
体
が
贖
う
︒
墓
の
中
で
︻
肉
体
が
︼
散
り
散
り
に
な
っ
た
後
で
︑
神
が
︻
肉
体
を
︼
復
活
さ

せ
て
肉
体
と
霊
魂
を
︻
再
︼
結
合
さ
せ
て
︑
︻
審
判
の
た
め
に
︼
肉
体
が
集
め
ら
れ
る
こ
と
は
必
定
で
あ
る
︒

﹇K
M

:

2
26b-

2
7a

﹈

こ
の
よ
う
に
︑
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
は
あ
く
ま
で
人
間
の
本
質
を
霊
魂
で
あ
る
と
捉
え
つ
つ
︑
霊
魂
か
ら
何
某
か
の
行
為
が
表
出
す
る
た

め
に
は
︑
媒
介
と
し
て
肉
体
が
必
要
だ
と
強
調
す
る
︒
そ
の
上
で
肉
体
を
︑
行
為
の
責
任
を
負
う
べ
き
霊
魂
へ
の
信
賞
必
罰
の
対
象
︵
場
︶
と

捉
え
る
︒
つ
ま
り
︑
彼
は
人
間
存
在
を
霊
魂
と
肉
体
に
分
解
し
︑
霊
魂
を
本
質
︑
肉
体
を
媒
介
と
捉
え
つ
つ
も
︑
と
も
に
両
者
は
人
間
に
不
可

欠
な
構
成
要
素
だ
と
規
定
す
る
の
で
あ
る
︒

二

人

間

の

死

先
に
触
れ
た
よ
う
に
︑
既
に
知
ら
れ
て
い
る
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
の
﹁
異
端
的
な
﹂
信
条
に
は
﹁
預
言
者
ら
と
十
二
人
の
イ
マ
ー
ム
ら

の
不
死
﹂
と
い
う
テ
ー
ゼ
が
あ
る
︒
実
際
に
﹃
マ
フ
デ
ィ
ー
の
言
葉
﹄
を
確
認
し
て
み
る
と
︑
こ
の
主
張
は
著
者
が
相
互
に
矛
盾
す
る
内
容
の

ク
ル
ア
ー
ン
の
章
句
を
整
合
的
に
解
釈
し
た
末
に
得
た
結
論
だ
と
分
か
る
︒
即
ち
﹁
信
仰
者
の
不
死
性
﹂
を
説
く
︽
そ
し
て
神
の
道
に
お
い
て

殺
さ
れ
た
者
た
ち
を
死
ん
で
い
る
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
︒
い
や
︑
彼
ら
の
主
の
御
許
で
生
き
て
お
り
︑
糧
を
与
え
ら
れ
て
い
る
﹇Q

3:

169
﹈
︾
と
︑
﹁
人
間
の
必
滅
﹂
を
説
く
︽
汝
は
死
ぬ
者
で
あ
る
︒
彼
ら
も
ま
た
死
ぬ
者
で
あ
る
﹇Q

3
9:

30
﹈
︾
と
い
う
二
つ
の
章
句
で
あ
る
︒

後
者
の
章
句
に
関
し
て
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
は
次
の
よ
う
な
解
釈
を
提
示
す
る
︒

マフディーかく語りき（角田）

49 (415)



︽
汝
は
死
ぬ
者
で
あ
る
︒
彼
ら
も
ま
た
死
ぬ
者
で
あ
る
︾
と
神
は
言
っ
た
︒
こ
れ
が
意
図
し
た
と
こ
ろ
は
︑
ム
ハ
ン
マ
ド
に
対
し
て
は
比
喩
で
あ
り
︑
彼

以
外
に
対
し
て
は
字
義
通
り
の
意
味
︵ḥ

aq
īq

a

︶
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
ハ
デ
ィ
ー
ス
︵ak

h
b

ār

︶
と
ク
ル
ア
ー
ン
が
一
致
す
る
よ
う
に
︻
こ
の
章
句
は

比
喩
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
︒
そ
う
す
れ
ば
︼
両
者
の
間
に
矛
盾
は
生
じ
な
い
︒

﹇K
M

:

7a-b

﹈

つ
ま
り
︑
ク
ル
ア
ー
ン
三
九
章
三
〇
節
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
人
間
の
必
滅
を
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
に
つ
い
て
は
比
喩
と
し
て
︑
そ
れ
以
外
の
者

に
は
字
義
通
り
と
解
釈
す
る
こ
と
で
︑
両
者
の
矛
盾
を
回
避
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
﹁
比
喩
﹂
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
詳
述
す
る
前
に
︑

彼
が
い
か
な
る
現
象
を
以
て
﹁
人
間
の
死
﹂
と
し
て
い
る
か
を
確
認
し
て
お
こ
う
︒
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
い
て
は
︑
人
間
の
死
は
﹁
肉
体
か
ら
霊

魂
が
分
離
す
る
こ
と
﹂
と
考
え
ら
れ
て
お
り
︑
死
の
天
使
︵
イ
ズ
ラ
ー
イ
ー
ルʻIz

rā
ʼīl

︶
が
こ
れ
を
担
う
と
さ
れ
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
サ
イ
イ

ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
は
﹁
こ
の
死
と
は
︑
霊
魂
が
知
覚
可
能
な
前
述
の
肉
体
か
ら
分
離
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
︒
肉
体
は
塵
と
な
る
か
︑
そ

れ
が
あ
る
べ
き
場
所
へ
と
至
る
︒
︵
中
略
︶
霊
魂
は
イ
ズ
ラ
ー
イ
ー
ル
の
手
に
引
き
渡
さ
れ
る
﹇K

M
:

5b

﹈
﹂
の
だ
と
す
る
︒
そ
の
一
方
で
︑

﹁
あ
ら
ゆ
る
状
況
で
︑
我
ら
が
︻
隠
れ
イ
マ
ー
ム
の
︼
父
祖
の
死
や
殺
害
を
︑
動
物
の
死
や
︻
上
述
の
︼
判
断
が
適
用
さ
れ
る
よ
う
な
死
と
同

等
と
す
る
な
ら
ば
︑
父
祖
を
位
階
の
劣
っ
た
者
か
ら
特
別
と
は
し
な
い
こ
と
に
な
る
︒
そ
う
で
は
な
く
て
︑
父
祖
と
動
物
︻
の
死
︼
は
現
世
か

ら
転
移
す
る
と
い
う
点
で
︻
の
み
︼
同
一
な
の
だ
﹇K

M
:

5b-

6a

﹈
﹂
と
述
べ
︑
隠
れ
イ
マ
ー
ム
の
父
祖
ら
に
対
し
て
は
霊
魂
と
肉
体
の
分
離

と
い
う
現
象
を
認
め
つ
つ
も
︑
そ
れ
を
彼
ら
に
と
っ
て
の
﹁
死
﹂
と
定
義
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
︒
つ
ま
り
﹁
霊
魂
の
肉
体
か
ら
の
分
離
﹂
は
︑

預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
の
場
合
と
同
じ
く
︑
イ
マ
ー
ム
ら
に
と
っ
て
も
﹁
比
喩
的
な
﹂
死
な
の
で
あ
る
︒
ま
た
﹃
マ
フ
デ
ィ
ー
の
言
葉
﹄
の
別
の

箇
所
に
は
﹁
天
使
が
生
者
の
霊
魂
を
奪
う
が
︑
そ
の
霊
魂
は
死
ん
だ
り
殺
さ
れ
て
は
い
な
い
︒
そ
う
で
は
な
く
て
︑
神
が
霊
魂
を
肉
体
に
住
ま

わ
せ
て
い
た
だ
け
な
の
だ
﹇K

M
:

156b

﹈
﹂
と
あ
り
︑
肉
体
は
現
世
で
の
霊
魂
の
仮
住
ま
い
と
規
定
さ
れ
る
︒
し
た
が
っ
て
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ

ン
マ
ド
は
﹁
肉
体
か
ら
の
霊
魂
の
分
離
﹂
を
死
と
見
做
す
定
義
を
不
十
分
な
理
解
だ
と
し
︑
肉
体
か
ら
分
離
し
た
霊
魂
を
不
滅
と
す
る
こ
と
で
︑

現
世
に
お
け
る
人
間
の
死
は
﹁
比
喩
的
な
死
﹂
な
の
だ
と
す
る
︒
つ
ま
り
彼
は
肉
体
か
ら
分
離
し
た
霊
魂
の
生
存
を
以
て
︑
信
仰
者
の
不
滅
と

50 (416)



し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
ど
こ
ろ
か
︑
信
仰
者
の
霊
魂
は
肉
体
か
ら
分
離
す
る
こ
と
で
よ
り
完
全
に
な
る
と
ま
で
述
べ
る
︒

死
は
︻
肉
体
か
ら
︼
分
離
す
る
際
の
霊
魂
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
︒
そ
う
で
は
な
く
て
︑
霊
魂
に
は
完
全
性
が
あ
り
︑
完
全
で
あ
る
︒
む
し
ろ
︑
﹁
現
世
は

信
仰
者
の
牢
獄
で
あ
る
﹂
︻
と
い
う
言
葉
︼
の
通
り
︻
肉
体
か
ら
分
離
し
た
後
に
︼
霊
魂
は
完
全
性
と
位
階
の
高
さ
と
廉
直
さ
を
増
す
の
だ
︒
霊
魂
を
知
ら

ぬ
場
合
︑
不
運
や
盲
や
破
滅
が
増
加
す
る
︒
こ
れ
自
体
が
死
で
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
ば
︑
我
ら
が
﹁
死
﹂
︻
と
い
う
語
︼
で
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
︑
神
か
ら
離

れ
て
い
る
が
ゆ
え
の
空
虚
さ
︵a

l-ʻu
ṭla

︶
に
他
な
ら
な
い
か
ら
だ
︒
こ
れ
に
関
し
て
﹁
信
仰
者
は
両
世
界
で
生
き
て
い
る
﹂
と
い
う
言
葉
が
伝
わ
っ
て
い

る
︒

﹇K
M

:

35b-

3
6a

﹈

右
の
引
用
で
は
﹁
空
虚
さ
﹂
と
い
う
語
で
死
が
再
定
義
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
れ
こ
そ
が
﹁
真
の
死
﹂
な
の
で
あ
る
︒
彼
は
︽
ま
こ
と
に
汝
は
死

者
た
ち
に
聴
か
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
﹇Q
27:

80
﹈
︾
と
い
う
章
句
に
立
脚
し
て
︑
無
知
こ
そ
が
真
の
死
で
あ
り
︑
﹁
無
知
が
優
勢
と
な
っ
て

確
立
さ
れ
て
し
ま
え
ば
︑
そ
の
者
は
意
味
上
の
死
者
︵al-m

aw
t

al-m
aʿn

ī

︶
で
あ
る
﹇K

M

30b-

31a

﹈
﹂
と
す
る
︒
こ
の
よ
う
に
﹁
肉
体
か
ら
の

霊
魂
の
分
離
﹂
は
比
喩
的
な
死
で
あ
り
︑
神
と
の
近
し
さ
︵
敬
虔
さ
︶
を
失
う
こ
と
こ
そ
が
真
の
死
だ
と
再
定
義
さ
れ
る
の
だ
︒

で
は
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
は
人
間
の
本
質
で
あ
る
霊
魂
を
ど
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒
彼
は
人
間
の
霊
魂
は
天
使
だ
と

説
く
︒で

は
我
ら
は
言
お
う
で
は
な
い
か
︑
﹁
神
が
か
の
肉
体
に
置
い
た
霊
魂
の
特
質
︵ṣifa

︶
と
は
な
ん
で
あ
ろ
う
か
﹂
と
︒
そ
れ
は
神
の
天
使
の
一
人
で
あ
っ

て
︑
神
は
そ
れ
を
か
の
知
覚
可
能
な
肉
体
の
中
に
被
覆
し
た
︵ḥ

ajab
a-h

u

︶
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
丁
度
︑
正
し
い
伝
承
に
基
づ
い
て
連
綿
と
引
き
継
が
れ

て
知
ら
れ
て
い
る
通
り
の
諸
々
の
肉
体
に
ジ
ブ
リ
ー
ル
︵
＝
ガ
ブ
リ
エ
ル
︶
が
被
覆
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
同
様
で
あ
る
︒
ア
ー
ダ
ム
の
死
は
ジ
ブ
リ
ー
ル

が
そ
の
諸
々
の
肉
体
か
ら
分
離
し
た
こ
と
と
等
し
い
︒

﹇K
M

:

3
1b

﹈

マフディーかく語りき（角田）
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右
の
引
用
の
通
り
︑
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
は
人
間
の
霊
魂
が
肉
体
か
ら
分
離
す
る
と
い
う
現
象
を
﹁
ジ
ブ
リ
ー
ル
の
肉
体
か
ら
の
分
離
﹂

に
擬
え
て
理
解
し
︑
伝
承
に
現
れ
る
ジ
ブ
リ
ー
ル
の
逸
話
と
の
類
比
の
中
で
人
間
の
霊
魂
を
論
じ
て
い
る③
︒
そ
こ
で
次
節
で
﹃
マ
フ
デ
ィ
ー
の

言
葉
﹄
が
提
示
す
る
ジ
ブ
リ
ー
ル
の
逸
話
に
例
示
さ
れ
る
﹁
被
覆
の
論
理
﹂
を
検
討
し
よ
う
︒

第
二
節

被

覆

の

論

理

一

ジ
ブ
リ
ー
ル
の
被
覆

ク
ル
ア
ー
ン
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
マ
ル
ヤ
ム
︵
＝
マ
リ
ア
︶
に
イ
ー
サ
ー
︵
＝
イ
エ
ス
︶
の
受
胎
を
告
知
し
た
の
は
︑
神
が
遣
わ
し

た
ジ
ブ
リ
ー
ル
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
に
つ
い
て
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
は
︑
ジ
ブ
リ
ー
ル
は
マ
ル
ヤ
ム
の
前
に
男
性
の
姿
で
現
れ
た
と
述
べ
る
︒

マ
ル
ヤ
ム
が
父
も
な
く
イ
ー
サ
ー
を
生
ん
だ
の
で
︑
ユ
ダ
ヤ
教
徒
た
ち
は
﹁
彼
女
は
姦
通
し
た
︻
に
違
い
な
い
︼
﹂
と
言
っ
た
︒
彼
女
は
﹁
な
ん
と
正
し
く

な
い
こ
と
よ
﹂
と
言
っ
た
︒
︻
と
い
う
の
も
︼
ジ
ブ
リ
ー
ル
が
彼
女
の
︻
居
た
︼
町
の
タ
キ
ー
︵T

a
q

ī

︶
と
呼
ば
れ
る
男
性

彼
は
敬
虔
︵ta

q
ī

︶
で
は
な

く
︑
堕
落
︵fāsiq

︶
し
て
い
た④

の
姿
で
彼
女
の
許
に
降
臨
し
て
︑
手
で
彼
女
の
腹
に
触
れ
た
と
こ
ろ
︑
彼
女
は
イ
ー
サ
ー
を
孕
ん
だ
か
ら
で
あ
る
︒

﹇K
M

:

15
7b

﹈

ま
た
彼
は
こ
れ
と
同
様
の
事
例
と
し
て
︑
ア
リ
ー
が
息
子
ら
の
病
か
ら
の
快
復
を
願
っ
て
断
食
を
行
っ
た
と
い
う
逸
話
を
挙
げ
る
︒

ま
た
彼
︵
＝
ジ
ブ
リ
ー
ル
︶
が
ア
リ
ー
と
︻
そ
の
妻
で
あ
る
︼
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
の
家
の
傍
に
立
ち
止
ま
っ
た
こ
と
を
︻
考
え
て
み
よ
︼
︒
そ
の
時
︻
息
子

の
︼
ハ
サ
ン
と
フ
サ
イ
ン
が
病
に
罹
っ
て
い
た
の
で
︑
彼
ら
は
断
食
で
誓
っ
て
い
た
︒
至
高
な
る
神
の
言
葉
た
る
ク
ル
ア
ー
ン
の
第
七
六
章
︵ṣū

ra
h

al

atā

︶
で
下
っ
た
と
こ
ろ
の
︽
ま
た
貧
し
い
者
や
孤
児
や
捕
虜
に
食
べ
さ
せ
る
︑
そ
れ
︵
＝
食
料
︶
へ
の
愛
情
に
抗
っ
て
﹇Q

76:

8
﹈
︾
︻
と
い
う
章
句
︼
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の
通
り
︑
ジ
ブ
リ
ー
ル
は
最
初
の
夜
は
︑
貧
し
い
老
人
の
姿
で
︑
二
日
目
の
夜
は
未
成
年
の
孤
児
の
姿
で
︻
現
れ
た
︼
︒
三
日
目
の
夜
は
ム
ス
リ
ム
が
捕
ら

え
た
捕
虜
の
姿
で
あ
っ
た
︒

﹇K
M

:

21
7b

﹈

サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
は
こ
れ
ら
の
逸
話
に
加
え
て
︑
ジ
ブ
リ
ー
ル
が
教
友
デ
ィ
フ
ヤ
・
ア
ル

=
カ
ル
ビ
ーD

iḥ
y

a
al-K

alb
ī ⑤

の
姿
で
預
言

者
ム
ハ
ン
マ
ド
の
許
に
現
れ
た
と
い
う
逸
話
に
も
言
及
し
て
い
る
﹇K

M
:

218a

な
ど
﹈
︒
彼
は
こ
れ
ら
の
事
例
を
基
に
︑
ジ
ブ
リ
ー
ル
は
一

時
的
に
人
間
の
姿
と
な
っ
て
降
臨
す
る
こ
と
が
あ
る
が
︑
た
と
え
外
見
が
人
間
で
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
そ
の
実
体
︵ja

w
h

a
r

︶
に
は
何
ら
変
化

は
生
じ
て
お
ら
ず
︑
ま
た
課
さ
れ
た
使
命
を
終
え
る
と
元
来
の
天
使
に
戻
る
と
分
析
す
る
︒

宗
教
に
つ
い
て
の
立
法
家
た
ち
や
ウ
ラ
マ
ー
・
法
学
者
ら
と
親
交
あ
る
者
は
次
の
事
例
を
知
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
︒
即
ち
︑
ジ
ブ
リ
ー
ル
が
貧
し
い
老
人

の
特
質
︵ṣifa

︶
で
降
臨
し
て
︑
そ
の
後
に
以
前
の
真
実
の
姿
︵ḥ

a
q

īq
a

︶
︑
即
ち
天
使
の
状
態
︵a

l-m
a
la

k
ū

tiy
y

a

︶
に
戻
っ
た
と
い
う
こ
と
を
︒
彼
は
そ

の
よ
う
な
姿
に
被
覆
さ
れ
て
い
た
が
︑
獲
得
し
て
い
た
完
全
性
を
失
っ
て
は
い
な
か
っ
た
︒
︻
ジ
ブ
リ
ー
ル
の
本
質
は
︼
そ
の
ヒ
ジ
ャ
ー
ブ
に
よ
っ
て
見
る

者
の
目
か
ら
隠
さ
れ
て
い
た
︻
に
過
ぎ
な
い
︼
︒
し
か
し
彼
は
本
質
に
お
い
て
は
ジ
ブ
リ
ー
ル
で
あ
り
︑
︻
そ
の
本
質
は
︼
変
化
す
る
こ
と
も
消
失
す
る
こ

と
も
な
い
︒

﹇K
M

:

2
7b

﹈

こ
の
よ
う
な
ジ
ブ
リ
ー
ル
の
逸
話
か
ら
﹁
ま
こ
と
に
イ
マ
ー
ム
た
ち
の
死
は
︑
ジ
ブ
リ
ー
ル
が
そ
れ
を
通
じ
て
降
臨
し
た
と
こ
ろ
の
諸
々
の
肉

体
か
ら
分
離
し
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
﹇K

M
:

340a

﹈
﹂
と
い
う
霊
魂
と
肉
体
の
関
係
性
を
見
出
し
た
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
は
︑
一
定
不

変
の
本
質
が
霊
魂
と
し
て
一
時
的
に
人
間
の
肉
体
に
被
覆
さ
れ
る
と
い
う
の
だ
と
い
う
人
間
観
を
提
示
す
る
︒

マフディーかく語りき（角田）
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二

神

の

被

覆

サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
は
︑
こ
の
よ
う
な
分
析
を
神
に
も
拡
張
し
て
考
察
す
る
︒
彼
が
提
示
す
る
具
体
例
は
︑
ク
ル
ア
ー
ン
第
二
八
章
に

あ
る
ム
ー
サ
ー
︵
＝
モ
ー
セ
︶
の
召
命
︑
即
ち
ム
ー
サ
ー
が
シ
ナ
イ
山
に
お
い
て
に
燃
え
る
木
か
ら
呼
び
か
け
ら
れ
た
逸
話
で
あ
る
︒
こ
れ
は

旧
約
聖
書
に
も
現
れ
る
逸
話
で
あ
る
が
︑
彼
は
こ
れ
に
関
す
る
思
弁
神
学
者
の
見
解
を
批
判
的
に
引
用
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒

実
際
に
ク
ル
ア
ー
ン
は
ム
ー
サ
ー
・
ブ
ン
・
イ
ム
ラ
ー
ン
が
火
を
見
た
際
の
逸
話
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
︒
︽
そ
れ
で
火
に
や
っ
て
来
る
と
︑
彼
は
涸
川

の
右
土
手
の
祝
福
さ
れ
た
場
所
の
木
か
ら
呼
ば
れ
た
︒
﹁
ム
ー
サ
ー
よ
︑
ま
こ
と
に
我
は
神
︑
諸
世
界
の
主
で
あ
る
﹂
と
︾
︒
思
弁
神
学
者
ら
の
見
解
で
は
︑

神
は
己
を
崇
拝
す
る
者
に
語
り
掛
け
よ
う
と
望
ん
だ
場
合
︑
鉱
物
や
植
物
と
い
っ
た
固
物
︵ja

sa
d

︶
に
命
じ
て
︑
︻
神
の
︼
意
図
が
必
要
と
す
る
こ
と
を

そ
の
者
に
語
り
掛
け
さ
せ
る
︵y

u
ʻab

b
ira

︶
と
い
う
︒
こ
れ
は
︑
思
弁
神
学
者
ら
が
神
の
真
知
を
知
ら
ぬ
事
例
の
一
つ
で
あ
る
︒
︵
中
略
︶
彼
ら
は
こ
れ
を

病
ん
だ
理
性
に
し
た
が
っ
て
︑
曖
昧
な
ク
ル
ア
ー
ン
の
表
層
︵ẓāh

ir

︶
か
ら
採
用
し
た
の
だ
︒

﹇K
M

:

34b-

3
5a

﹈

サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
は
こ
の
よ
う
な
議
論
を
否
定
し
て
︑
そ
の
木
を
燃
や
し
て
い
た
火
の
中
に
神
が
被
覆
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
主
張
す
る
︒

そ
の
火
の
中
に
は
神
が
被
覆
さ
れ
て
お
り
︑
︽
ま
こ
と
に
我
は
神
︑
諸
世
界
の
主
で
あ
る
︾
と
言
っ
た
の
だ
︒
し
か
し
そ
れ
は
︵
＝
実
際
に
語
り
掛
け
た
の

は
︶
火
で
は
な
く
︑
ま
た
木
で
も
な
く
︑
神
で
あ
っ
た
︒
実
に
彼
︵
＝
神
︶
は
火
に
付
随
し
た
秘
密
で
あ
っ
た
︒
イ
マ
ー
ム
派
か
ら
伝
え
ら
れ
た
数
々
の

伝
承
や
ハ
デ
ィ
ー
ス
の
連
続
ゆ
え
に
︑
我
ら
は
こ
の
こ
と
を
ア
リ
ー
に
︻
当
て
は
め
て
考
え
る
こ
と
を
︼
許
容
す
る
︒

﹇K
M

:

2
03a

﹈

こ
の
よ
う
な
本
質
と
ヒ
ジ
ャ
ー
ブ
の
関
係
性
と
の
類
比
に
基
づ
い
て
︑
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
は
ア
リ
ー
の
神
性
を
唱
え
る
の
で
あ
る
︒
で

は
︑
次
に
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
の
主
張
の
中
で
最
も
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
︑
﹁
ア
リ
ー
の
神
格
化
﹂
を
確
認
し
よ
う
︒

54 (420)



三

ア
リ
ー
の
神
格
化

先
の
章
で
確
認
し
た
よ
う
に
︑
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
が
ア
リ
ー
の
神
性
を
主
張
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
﹃
信
仰
者
た
ち
の
会
合
﹄
に

記
録
さ
れ
て
い
た
が
︑
こ
の
主
張
は
﹃
マ
フ
デ
ィ
ー
の
言
葉
﹄
に
お
い
て
も
確
認
で
き
る
︒
ア
リ
ー
の
神
性
を
明
確
に
述
べ
て
い
る
一
節
と
し

て
﹃
マ
フ
デ
ィ
ー
の
言
葉
﹄
の
次
の
箇
所
が
挙
げ
ら
れ
る
︒

ム
ハ
ン
マ
ド
の
受
遺
者
︵w

a
ṣī

︶
た
る
ア
リ
ー
こ
そ
が
︑
周
知
の
か
の
肉
体
に
被
覆
さ
れ
た
神
だ
と
い
う
こ
と
は
︑
明
白
な
証
拠
に
し
た
が
っ
て
明
ら
か

で
あ
る
︒
そ
れ
は
ジ
ブ
リ
ー
ル
が
貧
者
や
そ
の
他
︻
の
姿
︼
に
被
覆
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
同
様
で
あ
る
︒
実
に
ク
ル
ア
ー
ン
は
こ
れ
を
確
証
し
て
お
り
︑

ま
た
注
釈
者
た
ち
も
こ
れ
に
合
意
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
ア
リ
ー
こ
そ
が
神
で
あ
り
︑
ム
ハ
ン
マ
ド
が
彼
の
使
徒
で
あ
り
︑
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
が
彼
の
端
女

︵a
m

a

︶
で
あ
り
︑
十
一
人
の
イ
マ
ー
ム
が
彼
の
天
使
で
あ
り
︑
諸
預
言
者
が
彼
の
使
徒
で
あ
り
︑
降
さ
れ
た
啓
典
が
彼
の
言
葉
で
あ
り
︑
存
在
と
は
彼

の
創
造
だ
と
い
う
こ
と
を
信
じ
な
い
者
は
不
信
仰
者
で
あ
る
︒

﹇K
M

:

2
73b-

7
4a

﹈

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
︑
ア
リ
ー
に
神
性
を
認
め
る
と
い
う
主
張
は
明
ら
か
に
尋
常
な
イ
ス
ラ
ー
ム
の
範
疇
に
収
ま
る
も
の
で
は
な
く
︑
﹁
極

端
派
﹂
と
呼
ば
れ
る
諸
集
団
に
典
型
的
な
主
張
で
あ
っ
た
︒
そ
の
意
味
で
言
え
ば
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
の
こ
の
主
張
は
紛
う
こ
と
な
き
極

端
派
の
そ
れ
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
極
端
派
と
い
う
名
称
は
他
者
か
ら
の
蔑
称
で
あ
っ
て
︑
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
自
身
は
当

然
な
が
ら
自
ら
を
極
端
派
だ
と
は
考
え
て
い
な
い
︒
む
し
ろ
彼
は
﹁
極
端
で
あ
る
こ
と
︵a

l-g
h

u
lū

w

︶
と
は
︑
預
言
者
と
聖
者
に
つ
い
て
過
剰

で
あ
る
こ
と
︑
中
庸
の
道
を
超
え
る
こ
と
で
あ
る
﹇K

M
:

85b-

86a

﹈
﹂
と
述
べ
て
︑
人
間
を
神
と
す
る
思
想
を
誤
り
だ
と
断
定
す
る
︒
し
か

し
そ
の
一
方
で
︑
イ
ー
サ
ー
を
神
と
す
る
よ
う
な
﹁
極
端
さ
﹂
を
戒
め
る
ハ
デ
ィ
ー
ス
が
﹃
マ
フ
デ
ィ
ー
の
言
葉
﹄
に
お
い
て
幾
度
と
な
く
示

さ
れ
て
い
る
点
か
ら
︑
自
ら
の
思
想
が
極
端
派
の
そ
れ
と
非
常
に
近
し
い
も
の
だ
と
思
わ
れ
か
ね
な
い
と
彼
も
自
覚
し
て
い
た
の
は
明
ら
か
だ

ろ
う
︒
そ
こ
で
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
は
こ
れ
ま
で
に
確
認
し
た
霊
肉
二
元
論
に
即
し
て
︑
ア
リ
ー
の
神
性
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
︒

マフディーかく語りき（角田）

55 (421)



同
様
に
こ
の
論
究
に
関
連
し
た
こ
と
と
し
て
﹁
ア
リ
ー
よ
︑
汝
に
関
し
て
二
つ
の
集
団
が
滅
び
る
だ
ろ
う
︒
極
端
に
︻
汝
を
︼
敬
愛
す
る
者
と
︻
汝
を
︼

嫌
い
憎
む
者
で
あ
る
﹂
と
い
う
預
言
者
の
言
葉
が
あ
る
︒
こ
れ
は
︻
第
一
の
段
階
で
あ
る
霊
魂
の
発
生
で
は
な
く
︼
第
二
の
段
階
︑
つ
ま
り
ア
ブ
ド
・
ア

ル

=
ム
タ
ッ
リ
ブ
家⑥
に
属
す
る
諸
々
の
肉
体
の
発
生
︵n

a
sh

ʼa

︶
に
関
し
て
で
あ
る
︒
実
に
肉
体
︵ja

sa
d

︶
こ
そ
が
イ
マ
ー
ム
で
あ
り
︑
そ
れ
に
つ
い
て

極
端
で
あ
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
そ
れ
に
被
覆
さ
れ
た
霊
魂
こ
そ
が
不
可
視
の
秘
密
な
の
だ
︒

﹇K
M

:

3
43b-

4
4a

﹈

こ
の
よ
う
に
彼
は
ア
リ
ー
の
肉
体
そ
の
も
の
を
神
格
化
す
る
こ
と
を
否
定
し
な
が
ら
も
︑
そ
こ
に
被
覆
さ
れ
た
霊
魂
を
﹁
秘
密
﹂
と
呼
び
︑
そ

れ
に
神
性
を
見
出
す
の
で
あ
る
︒
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
は
ア
リ
ー
が
生
を
受
け
る
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
と
い
う
伝
承
に
言
及
し
︑
ア

リ
ー
の
本
質
は
肉
体
と
は
無
関
係
に
︑
そ
し
て
肉
体
に
先
立
っ
て
存
在
し
て
い
た
と
主
張
す
る
︒

実
に
イ
マ
ー
ム
位
は
ア
ブ
ド
・
ア
ル

=
ム
ッ
タ
リ
ブ
家
に
あ
る
が
︑
イ
マ
ー
ム
位
が
神
性
︵al-ilāh

iy
y

a

︶
に
ま
で
高
め
ら
れ
る
こ
と
は
許
容
さ
れ
な
い
︒

そ
れ
を
そ
の
よ
う
な
位
階
に
ま
で
高
め
る
者
こ
そ
不
信
仰
者
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
イ
マ
ー
ム
に
付
随
し
て
い
る
秘
密
︑
そ
れ
こ
そ
が
威
光
の
主
た
る
神
な

の
だ
︒
そ
れ
に
つ
い
て
︑
シ
ー
ア
派
が
語
る
預
言
者
の
ハ
デ
ィ
ー
ス
に
は
﹁
ア
リ
ー
は
洪
水
の
際
に
ヌ
ー
フ
︵
＝
ノ
ア
︶
を
援
け
た
﹂
と
い
う
も
の
が
あ

る
︒
ま
た
イ
マ
ー
ム
た
る
彼
︵
＝
ア
リ
ー
︶
が
存
在
す
る
以
前
に
︑
ア
イ
ユ
ー
ブ
︵
＝
ヨ
ブ
︶
や
ダ
ー
ウ
ー
ド
︵
＝
ダ
ヴ
ィ
デ
︶
や
ス
ラ
イ
マ
ー
ン
︵
＝

ソ
ロ
モ
ン
︶
︻
と
言
っ
た
預
言
者
ら
︼
が
彼
に
つ
い
て
主
張
し
て
い
る⑦
︒
彼
に
付
随
し
た
秘
密
は
︑
肉
体
に
被
覆
さ
れ
た
霊
魂
と
共
に
あ
る
︒
こ
の
こ
と
は

ム
ー
サ
ー
の
火
︻
の
事
例
︼
と
同
様
で
あ
る
︒

﹇K
M

:

202b-

2
03a

﹈

つ
ま
り
︑
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
は
︑
ム
ー
サ
ー
に
語
り
掛
け
た
火
に
神
が
被
覆
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
︑
ア
リ
ー
の
肉
体
に
は
神
が
被
覆
さ

れ
て
い
た
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
彼
の
主
張
す
る
ア
リ
ー
の
神
性
の
議
論
の
核
心
は
︑
神
が
ア
リ
ー
の
肉
体
を
ヒ
ジ

ャ
ー
ブ
と
し
て
利
用
し
て
い
た
と
い
う
点
に
あ
る
︒
こ
の
意
味
で
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
︑
神
と
看
做
す
べ
き
対
象
を
ヒ
ジ
ャ
ー
ブ
で
は
な

56 (422)



く
︑
そ
こ
に
被
覆
さ
れ
た
本
質
に
限
定
す
る
︒

﹁
神
は
物
質
で
も
偶
有
で
も
な
け
れ
ば
︑
諸
々
の
場
所
に
受
肉
し
た
存
在
で
も
な
い
﹂
と
彼
ら
︵
＝
思
弁
神
学
者
ら
︶
は
言
明
す
る
︒
こ
れ
は
物
質
性
か

ら
離
れ
た
擬
人
神
観
の
否
定
︵tan

zīh

︶
で
あ
る
︒
も
し
彼
ら
が
そ
れ
で
本
質
の
真
実
を
意
図
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
正
し
い
︒
も
し
彼
ら
が
そ
れ
で
被
覆

︻
さ
れ
て
い
る
も
の
の
方
︼
を
意
図
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
︑
彼
ら
の
誤
り
で
あ
る
︒

﹇K
M

:

3
4a-b

﹈

と
こ
ろ
で
︑
シ
ー
ア
派
の
存
在
意
義
は
ア
リ
ー
と
そ
の
子
孫
に
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
の
後
継
者
と
し
て
の
権
威
を
認
め
る
と
い
う
点
に
あ
る
︒

そ
の
一
方
で
神
に
子
が
あ
る
こ
と
は
ク
ル
ア
ー
ン
に
よ
っ
て
明
確
に
否
定
さ
れ
て
い
る⑧
︒
ア
リ
ー
を
神
と
す
る
こ
と
で
両
者
に
齟
齬
が
生
じ
る

が
︑
こ
れ
に
関
し
て
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
は
︑
ア
リ
ー
と
そ
の
子
ら
は
血
縁
上
は
父
子
関
係
に
あ
っ
て
も
︑
そ
れ
は
あ
く
ま
で
ア
リ
ー
の

肉
体
と
い
う
側
面
か
ら
捉
え
ら
れ
た
二
次
的
な
関
係
性
だ
と
し
て
矛
盾
を
回
避
す
る
﹇K

M
:

2
16a-b

﹈
︒

ハ
サ
ン
と
フ
サ
イ
ン
と
諸
イ
マ
ー
ム
は
比
喩
表
現
と
し
て
︵b

i-iʻtib
ār

al-m
ajāz

︶
彼
の
子
で
あ
る
︒
実
際
に
は
︵fī-ḥ

aq
īq

a

︶
︑
彼
ら
は
彼
の
天
使
で
あ
る
︒

ま
た
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
は
彼
の
端
女
で
あ
り
︑
ム
ハ
ン
マ
ド
は
彼
の
下
僕
で
あ
り
︑
彼
の
使
徒
で
あ
る
︒
ま
た
ク
ル
ア
ー
ン
は
彼
の
言
葉
で
あ
り
︑
天
に
い

る
天
使
は
彼
の
兵
卒
で
あ
る
︒
ま
た
こ
れ
な
る
サ
イ
イ
ド
は
彼
の
マ
フ
デ
ィ
ー
で
あ
る
︒

﹇K
M

:

21
6b

﹈

こ
こ
ま
で
の
議
論
を
要
約
す
れ
ば
︑
次
の
よ
う
に
な
る
︒
即
ち
︑
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
は
人
間
の
本
質
を
霊
魂
と
看
做
し
︑
そ
の
本
来

の
姿
は
神
の
天
使
だ
と
す
る
︒
こ
れ
は
肉
体
に
依
存
し
て
お
ら
ず
︑
肉
体
に
受
肉
す
る
以
前
か
ら
存
在
し
︑
肉
体
か
ら
分
離
し
た
後
も
独
立
し

て
存
在
し
続
け
る
︒
一
方
で
こ
れ
を
天
使
の
側
か
ら
捉
え
る
と
︑
ジ
ブ
リ
ー
ル
の
事
例
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
︑
天
使
は
人
間
の
肉
体
を
ヒ
ジ

ャ
ー
ブ
と
し
て
そ
こ
に
被
覆
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
被
覆
は
天
使
に
限
ら
れ
ず
︑
神
が
何
ら
か
の
物
質
に
被
覆
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
︒

マフディーかく語りき（角田）
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こ
の
よ
う
に
︑
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
は
神
が
ア
リ
ー
を
ヒ
ジ
ャ
ー
ブ
と
し
て
利
用
し
た
も
の
と
し
て
彼
に
神
性
を
見
出
す
の
で
あ
る
︒

さ
て
︑
こ
の
﹁
ア
リ
ー
の
神
格
化
﹂
と
い
う
テ
ー
ゼ
に
関
し
て
一
点
の
不
足
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
︒
そ
れ
は
こ
の
テ
ー
ゼ
が
本
章
で
議
論

し
た
以
上
に
論
究
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
︒
﹃
マ
フ
デ
ィ
ー
の
言
葉
﹄
の
記
述
に
は
︑
例
え
ば
ア
リ
ー
と
神
の
同
一
視
に
付
随

す
る
神
学
問
題
や
︑
歴
史
上
の
人
物
で
あ
る
ア
リ
ー
が
神
と
し
て
行
っ
た
事
績
な
ど
︑
関
連
し
て
の
言
及
が
期
待
さ
れ
る
よ
う
な
枝
葉
が
欠
け

て
お
り
︑
ア
リ
ー
が
神
だ
と
い
う
テ
ー
ゼ
が
た
だ
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
︒
つ
ま
り
﹁
ア
リ
ー
の
神
格
化
﹂
と
い
う
テ
ー
ゼ
は
あ
く

ま
で
も
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
が
﹁
隠
れ
イ
マ
ー
ム
の
ヒ
ジ
ャ
ー
ブ
﹂
を
自
称
す
る
上
で
の
モ
デ
ル
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
︑

﹃
マ
フ
デ
ィ
ー
の
言
葉
﹄
に
お
け
る
主
張
の
主
眼
で
は
な
い
と
評
価
す
る
べ
き
で
あ
る
︒

①

R
an

jb
ar

1
3
8
2kh

:

2
2
1.

②

﹁
神
は
醜
行
を
為
さ
な
い
﹂
と
い
う
テ
ー
ゼ
は
シ
ー
ア
派
神
学
に
お
け
る
中
心

的
な
信
仰
箇
条
で
あ
り
︑
﹃
マ
フ
デ
ィ
ー
の
言
葉
﹄
に
お
い
て
も
重
要
な
位
置
を

占
め
て
い
る
︒
例
え
ば
根
本
信
条
︵u

ṣū
l

al-d
īn
︶
と
し
て
︑
神
の
唯
一
性
を
確

証
す
る
こ
と
︵ta

w
ḥ

īd

︶
・
神
の
公
正
さ
︵ʻa
d

l

︶
・
預
言
者
位
︵n

u
b

ū
w

a

︶
・
イ

マ
ー
ム
位
︵im

ām
a

︶
・
肉
体
の
復
活
︵al-m

aʻād
al-b

ad
an

ī
︶
の
五
つ
が
列
挙
さ

れ
る
が
︑
そ
こ
で
は
﹁
神
の
公
正
さ
﹂
と
は
﹁
神
が
醜
行
を
行
わ
な
い
こ
と
﹂
と

定
義
さ
れ
て
い
る
﹇K

M
:

1
4b-

1
5b

﹈
︒

③

﹃
マ
フ
デ
ィ
ー
の
言
葉
﹄
に
よ
れ
ば
︑
﹁
堕
落
し
た
者
﹂
や
﹁
不
正
を
行
う
者
﹂

の
霊
魂
は
︑
人
間
の
肉
体
に
被
覆
さ
れ
た
悪
魔
で
あ
る
﹇K

M
:

8
7b-

88a

﹈
︒

④

こ
こ
で
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
︑
ク
ル
ア
ー
ン
十
九
章
十
八
節
で
あ
る
︒

サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
は
こ
こ
で
のtaq

ī

と
い
う
語
を
人
名
だ
と
解
釈
し
て
︑

ジ
ブ
リ
ー
ル
の
被
覆
の
例
と
す
る
︒taq

ī

を
人
名
と
す
る
解
釈
はIb

n
al-K

ath
īr

︵
一
三
七
三
年
没
︶
の
﹃
預
言
者
た
ち
の
逸
話
﹄
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ

に
よ
れ
ば
︑
悪
行
︵fa

sq

︶
ゆ
え
にfā

siq

と
綽
名
さ
れ
たT

a
q

ī

な
る
人
物
の
姿

で
ジ
ブ
リ
ー
ル
は
マ
ル
ヤ
ム
の
前
に
現
れ
た
と
い
う
﹇Ib

n
al-K

ath
īr,

Q
iṣāṣ

al-

A
nbiyā

ʼ,
M

u
ḥ

am
m

ad
ʻA

b
d

al-M
alik

al-Z
ag

h
b

ī
(ed

.),
C

airo
,

1999,p
.

62
0.

﹈
︒

⑤

デ
ィ
フ
ヤ
は
と
り
わ
け
そ
の
美
貌
で
知
ら
れ
て
い
た
︒
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
の

許
に
ジ
ブ
リ
ー
ル
が
現
れ
た
際
に
︑
同
席
し
て
い
た
者
は
ジ
ブ
リ
ー
ル
を
デ
ィ
フ

ヤ
と
混
同
し
た
と
い
う
ハ
デ
ィ
ー
ス
や
伝
承
が
存
在
す
る
﹇L

am
m

en
s,

H
.

an
d

P
ellat,

C
.

1991:
“D

iḥ
y

a”,
E
I2

,
v

o
l.

2,
p

p
.

274-75;

ブ
ハ
ー
リ
ー
﹃
ハ
デ

ィ
ー
ス
﹄
牧
野
信
也
︵
訳
︶
中
央
公
論
社

中
巻
︵
一
九
九
四
︶
二
五
八
︑
六
九

〇
頁；

イ
ブ
ン
・
イ
ス
ハ
ー
ク
︵
著
︶
イ
ブ
ン
・
ヒ
シ
ャ
ー
ム
︵
編
注
︶
﹃
預
言

者
ム
ハ
ン
マ
ド
伝
﹄
後
藤
明
他
︵
訳
︶
岩
波
書
店

第
三
巻
︵
一
九
九
四
︶
二
六

頁
﹈
︒

⑥

ア
ブ
ド
・
ア
ル

=
ム
ッ
タ
リ
ブ
は
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
と
そ
の
従
弟
ア
リ
ー
の

共
通
の
祖
父
に
あ
た
る
︒

⑦

こ
の
箇
所
で
は
︑
ア
リ
ー
に
先
行
す
る
諸
預
言
者
が
彼
の
存
在
に
つ
い
て
言
及

し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
が
︑
具
体
的
な
伝
承
は
本
文
中
に
示
さ
れ
て
い
な
い
︒

⑧

﹇Q

2:

116;

6:

101
﹈
な
ど
︒

58 (424)



第
三
章

サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
の
マ
フ
デ
ィ
ー
論

本
章
で
は
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
の
マ
フ
デ
ィ
ー
論
を
具
体
的
に
検
討
す
る
︒
既
に
触
れ
た
よ
う
に
︑
彼
は
﹁
隠
れ
イ
マ
ー
ム
の
ヒ
ジ

ャ
ー
ブ
﹂
を
自
称
す
る
に
当
た
っ
て
︑
十
二
イ
マ
ー
ム
派
と
同
じ
く
隠
れ
イ
マ
ー
ム
を
終
末
の
日
に
顕
現
す
る
マ
フ
デ
ィ
ー
だ
と
同
定
し
て
い

た
︒
し
た
が
っ
て
﹁
隠
れ
イ
マ
ー
ム
こ
そ
が
マ
フ
デ
ィ
ー
で
あ
る
﹂
と
い
う
構
図
を
保
ち
な
が
ら
そ
の
代
理
を
自
任
す
る
た
め
に
は
︑
こ
の
前

提
条
件
よ
り
︑
自
ず
か
ら
次
の
よ
う
な
三
段
階
の
論
証
が
不
可
欠
と
な
る
︒
即
ち
︑
第
一
に
隠
れ
イ
マ
ー
ム
の
マ
フ
デ
ィ
ー
と
し
て
の
顕
現
を

否
定
す
る
論
理
︑
第
二
に
隠
れ
イ
マ
ー
ム
が
代
理
を
必
要
と
し
て
い
る
と
い
う
論
理
︑
第
三
に
自
ら
が
そ
れ
に
該
当
す
る
こ
と
の
証
明
で
あ
る
︒

よ
っ
て
本
章
で
は
︑
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
が
﹃
マ
フ
デ
ィ
ー
の
言
葉
﹄
に
お
い
て
実
際
に
行
っ
て
い
る
論
旨
展
開
に
沿
っ
て
︑
彼
の
マ
フ

デ
ィ
ー
論
を
提
示
す
る
︒第

一
節

隠
れ
イ
マ
ー
ム
顕
現
の
可
能
性
を
否
定
す
る
論
理

一

論
理
矛
盾
の
導
出

は
じ
め
に
︑
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
が
マ
フ
デ
ィ
ー
を
隠
れ
イ
マ
ー
ム
に
同
定
す
る
論
拠
を
確
認
し
て
お
こ
う
︒
彼
が
隠
れ
イ
マ
ー
ム
を

マ
フ
デ
ィ
ー
と
同
定
す
る
根
拠
は
︑
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
が
孫
フ
サ
イ
ン
を
指
し
て
﹁
そ
の
子
孫
の
九
代
目
が
マ
フ
デ
ィ
ー
で
あ
る
﹂
と
明
言

し
た
と
い
う
ハ
デ
ィ
ー
ス
で
あ
る
︵
﹇K

M
:

334a

﹈
な
ど
︶
︒
こ
の
ハ
デ
ィ
ー
ス
を
論
拠
と
す
る
論
法
は
十
二
イ
マ
ー
ム
派
に
典
型
的
な
も
の
で

あ
り
︑
こ
の
点
に
お
い
て
は
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
の
マ
フ
デ
ィ
ー
論
は
十
二
イ
マ
ー
ム
派
の
そ
れ
と
同
一
だ
と
い
っ
て
よ
い
︒
し
か
し
︑

彼
の
見
解
は
十
二
イ
マ
ー
ム
派
の
信
仰
と
肝
心
な
部
分
で
一
致
し
て
い
な
い
︒
例
え
ば
﹃
マ
フ
デ
ィ
ー
の
言
葉
﹄
に
お
い
て
︑
彼
の
主
張
と
十

二
イ
マ
ー
ム
派
の
見
解
と
の
相
違
点
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒

マフディーかく語りき（角田）
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ま
た
イ
マ
ー
ム
派
は
﹁
彼
︵
＝
隠
れ
イ
マ
ー
ム
︶
の
他
に
マ
フ
デ
ィ
ー
は
な
く
︑
彼
以
外
の
者
は
望
む
べ
く
も
な
い
︒
と
い
う
の
も
︑
獣
や
愚
者
が
死
に
︑

そ
の
霊
魂
が
イ
ズ
ラ
ー
イ
ー
ル
の
手
に
引
き
渡
さ
れ
︑
肉
体
が
地
上
に
打
ち
捨
て
ら
れ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
︻
隠
れ
イ
マ
ー
ム
の
︼
父
祖
は
死
ん
で
い
る

か
ら
だ
﹂
と
言
う
︒
し
か
し
﹁
父
祖
の
不
滅
﹂
︻
と
い
う
テ
ー
ゼ
︼
が
確
立
さ
れ
た
の
で
︑
︽
神
の
道
で
殺
さ
れ
た
者
を
死
ん
だ
と
思
っ
て
は
な
ら
な
い
︒

そ
う
で
は
な
く
て
彼
ら
は
主
の
許
で
生
き
て
お
り
︑
糧
を
与
え
ら
れ
て
い
る
﹇Q

3:

169
﹈
︾
と
神
が
言
う
よ
う
に
︑
彼
ら
に
は
消
滅
も
空
虚
さ
︵al-

taʻṭīl

︶
も
加
わ
ら
な
い
︒

﹇K
M

:

4
6a

﹈

サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
は
右
の
よ
う
に
述
べ
て
︑
隠
れ
イ
マ
ー
ム
に
先
立
つ
十
一
人
の
イ
マ
ー
ム
ら
に
死
を
認
め
る
十
二
イ
マ
ー
ム
派
の
見

解
を
否
定
し
︑
﹁
彼
ら
も
ま
た
隠
れ
イ
マ
ー
ム
と
同
様
に
神
に
よ
っ
て
隠
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
﹇K

M
:

220b

﹈
﹂
と
反
論
す
る
︒
前
章
で

確
認
し
た
﹁
霊
魂
の
不
滅
﹂
を
以
て
﹁
霊
魂
と
肉
体
の
分
離
﹂
を
﹁
比
喩
的
な
死
﹂
と
捉
え
る
彼
の
見
解
が
こ
の
主
張
の
背
景
に
あ
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
ろ
う
︒
更
に
︑
彼
は
﹁
カ
ー
イ
ム
︵
＝
マ
フ
デ
ィ
ー
︶
の
代
理
と
し
て
の
カ
ー
イ
ム
で
あ
る
と
こ
ろ
の
こ
れ
な
る
サ
イ
イ
ド
が
顕

現
し
た
の
は
︑
父
祖
が
不
滅
で
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
﹇K

M
:

273a-b

﹈
﹂
と
述
べ
て
お
り
︑
こ
の
﹁
父
祖
の
不
滅
﹂
こ
そ
が
隠
れ
イ
マ
ー

ム
の
代
理
を
自
称
す
る
際
の
第
一
の
論
拠
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
の
論
理
を
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
が
明
確
に
提
示
し
て
い
る

箇
所
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
︒

事
態
︵a

l-a
m

r

︶
が
こ
の
よ
う
で
あ
り
︑
ま
た
彼
ら
の
全
員
が
生
き
て
い
て
︑
変
化
す
る
こ
と
も
空
虚
と
な
る
︵ta

ʻa
ṭṭa

lū

︶
こ
と
も
変
更
さ
れ
る
こ
と
も

な
い
の
で
︑
彼
ら
の
最
後
の
者
︵
＝
隠
れ
イ
マ
ー
ム
︶
が
顕
現
に
際
し
て
︻
父
祖
よ
り
も
︼
優
先
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
︵lā

y
atarajjaḥ

u

︶
︒
よ
っ
て

﹁
優
先
さ
れ
え
ぬ
者
の
優
先
︵al-tarjīḥ

m
in

g
h

ay
r

m
u

rajjaḥ

︶
﹂
が
帰
結
す
る
が
︑
こ
れ
は
あ
り
得
な
い
︒
父
祖
と
と
も
に
で
な
け
れ
ば
彼
の
顕
現
は
起

こ
り
得
な
い
の
で
︑
彼
ら
の
た
め
に
弱
い
座
︵m

aq
ām

︶
︑
つ
ま
り
︻
預
言
者
︼
ム
ハ
ン
マ
ド
が
顕
現
し
た
と
き
の
よ
う
な
弱
い
座
を
顕
現
さ
せ
る
こ
と
が

神
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
︒

﹇K
M

:

2
20b-

2
1a

﹈

60 (426)



つ
ま
り
﹁
父
祖
の
不
滅
﹂
と
﹁
隠
れ
イ
マ
ー
ム
の
マ
フ
デ
ィ
ー
と
し
て
の
顕
現
﹂
は
両
立
し
な
い
が
ゆ
え
に
︑
そ
の
代
理
が
顕
現
し
た
の
だ
と

い
う
立
論
で
あ
る
︒
し
か
し
こ
こ
で
の
説
明
は
明
ら
か
に
言
葉
足
ら
ず
で
あ
る
︒
な
ぜ
﹁
父
祖
の
不
滅
﹂
と
﹁
隠
れ
イ
マ
ー
ム
の
顕
現
﹂
が
両

立
し
え
な
い
の
か
︑
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
﹁
優
先
さ
れ
え
ぬ
者
の
優
先
﹂
と
い
う
表
現
の
内
実
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
ろ
う①
︒
た

だ
し
︑
こ
の
表
現
は
﹃
マ
フ
デ
ィ
ー
の
言
葉
﹄
に
お
い
て
自
明
な
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
て
︑
一
切
の
説
明
が
な
い
た
め
︑
他
の
史
料
か
ら

こ
れ
を
補
佐
す
る
必
要
が
あ
る
︒

﹁
優
先
︵ta

rjīḥ

︶
﹂
と
い
う
術
語
か
ら
直
ち
に
連
想
さ
れ
る
の
は
︑
イ
ブ
ン
・
ス
ィ
ー
ナ
ー
︵
一
〇
三
八
年
没
︶
に
よ
る
神
の
存
在
証
明
で
あ

る
︒
そ
の
議
論
を
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
︒
即
ち
︑
事
物
の
在
る
・
在
ら
ぬ
は
可
能
的
に
は
同
等
で
あ
る
た
め
に
︑
そ
れ
が
実
際
に
存
在
す

る
に
は
そ
の
存
在
を
非
存
在
に
優
先
︵tarjīḥ

︶
さ
せ
る
決
定
者
︵m

u
tarajjiḥ

︶
つ
ま
り
神
の
存
在
が
必
定
と
な
る②
︒
こ
の
観
点
は
﹁
神
の
意
思
﹂

に
関
す
る
神
学
議
論
に
お
い
て
更
な
る
発
展
を
み
せ
る
︒
例
え
ば
︑
ガ
ザ
ー
リ
ー
︵
一
一
一
一
年
没
︶
の
哲
学
反
駁
書
﹃
哲
学
者
の
自
己
矛
盾
﹄

を
見
て
み
よ
う
︒
そ
こ
に
は
批
判
対
象
た
る
哲
学
者
の
言
説
と
し
て
次
の
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
︒

喉
の
乾
い
た
人
の
前
に
水
の
入
っ
た
二
つ
の
コ
ッ
プ
が
あ
り
︑
そ
の
人
の
欲
求
か
ら
み
て
あ
ら
ゆ
る
点
で
類
似
の
状
態
に
あ
る
と
す
れ
ば
︑
彼
が
い
ず
れ

か
一
つ
の
コ
ッ
プ
を
取
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
︒

﹇T
F

:

49
﹈

こ
れ
が
示
し
て
い
る
の
は
﹁
全
く
等
し
い
対
象
を
選
択
す
る
よ
う
に
迫
ら
れ
た
場
合
に
は
︑
ど
ち
ら
か
を
選
択
す
べ
き
か
の
動
機
・
必
然
性
が

生
じ
な
い
た
め
に
︑
ど
ち
ら
を
も
選
択
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
﹂
と
い
う
所
謂
﹁
ビ
ュ
リ
ダ
ン
の
ロ
バ③
﹂
と
呼
ば
れ
る
論
理
矛
盾
で
あ
る
︒

し
た
が
っ
て
﹃
マ
フ
デ
ィ
ー
の
言
葉
﹄
に
お
け
る
﹁
優
先
さ
れ
え
ぬ
者
の
優
先
﹂
が
含
意
す
る
と
こ
ろ
は
︑
歴
代
イ
マ
ー
ム
ら
と
隠
れ
イ
マ
ー

ム
は
と
も
に
幽
隠
中
で
生
き
て
い
る
と
い
う
点
で
全
く
の
同
等
で
あ
り
︑
神
に
と
っ
て
敢
え
て
隠
れ
イ
マ
ー
ム
を
マ
フ
デ
ィ
ー
と
し
て
顕
現
さ

せ
る
理
由
が
存
在
し
な
い
︒
ゆ
え
に
︑
隠
れ
イ
マ
ー
ム
が
顕
現
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
︑
と
い
う
論
理
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
論
理
矛
盾
を

マフディーかく語りき（角田）
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神
に
適
用
す
る
こ
と
の
妥
当
性
は
さ
て
置
き
︑
こ
の
論
理
矛
盾
が
広
く
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
前
掲
の
﹃
哲
学
者
の
自
己
矛
盾
﹄
の
記
述
か

ら
傍
証
さ
れ
る④
︒
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
は
こ
の
よ
う
な
詭
弁
を
駆
使
し
て
隠
れ
イ
マ
ー
ム
の
マ
フ
デ
ィ
ー
と
し
て
の
顕
現
を
否
定
し
て
み

せ
る
の
で
あ
る
︒

二

隠
れ
イ
マ
ー
ム
が
代
理
を
必
要
と
す
る
論
理
：

神
の
試
煉

サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
は
先
に
確
認
し
た
よ
う
な
論
理
を
用
い
て
︑
隠
れ
イ
マ
ー
ム
の
顕
現
を
否
定
し
た
︒
そ
の
一
方
で
︑
隠
れ
イ
マ
ー

ム
が
実
際
に
顕
現
し
た
場
合
に
起
こ
る
で
あ
ろ
う
終
末
の
様
子
は
﹃
マ
フ
デ
ィ
ー
の
言
葉
﹄
の
随
所
に
描
か
れ
て
い
る
︒
そ
の
描
写
は
﹁
彼
が

顕
現
す
れ
ば
︑
彼
は
諸
宗
派
の
ど
れ
に
も
追
従
せ
ず
︑
む
し
ろ
そ
れ
ら
全
て
が
彼
の
許
に
戻
る
︒
シ
ャ
リ
ー
ア
が
分
裂
し
︑
そ
れ
に
つ
い
て
の

見
解
が
相
違
し
た
後
に
彼
は
シ
ャ
リ
ー
ア
を
正
す
の
だ
﹇K

M
:

74a-b

﹈
﹂
だ
と
か
﹁
こ
の
よ
う
に
マ
フ
デ
ィ
ー
が
地
上
を
掌
握
し
た
暁
に
は
︑

彼
の
父
祖
︻
た
る
ム
ハ
ン
マ
ド
︼
が
行
っ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
︑
虚
偽
を
無
く
し
︑
真
理
を
打
ち
立
て
る
だ
ろ
う
﹇K

M
:

120a

﹈
﹂
と
い
っ
た

風
に
断
片
的
か
つ
象
徴
的
な
も
の
で
あ
る
︒
た
だ
し
マ
フ
デ
ィ
ー
は
︑
不
義
を
断
ち
地
上
を
正
義
で
満
た
す
で
あ
ろ
う
メ
シ
ア
と
し
て
明
確
に

描
か
れ
て
い
る
︒
ま
た
幽
隠
中
の
隠
れ
イ
マ
ー
ム
の
権
能
に
つ
い
て
は
︑
十
二
イ
マ
ー
ム
派
の
伝
承
に
基
づ
い
て
︑
次
の
よ
う
に
具
体
的
に
言

及
し
て
い
る
︒

幽
隠
の
状
況
で
の
彼
︵
＝
隠
れ
イ
マ
ー
ム
︶
の
存
在
に
つ
い
て
︻
我
ら
の
︼
宗
派
が
語
る
と
こ
ろ
で
は
︑
彼
は
︻
不
可
視
の
状
態
の
ま
ま
︼
高
貴
な
︻
父

祖
の
︼
廟
に
入
り
︑
周
知
の
︻
父
祖
の
︼
墓
所
を
参
詣
す
る
︒
い
か
に
力
を
持
っ
た
者
と
言
え
ど
も
︑
彼
を
知
覚
し
た
り
︑
捕
ら
え
た
り
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
︒
否
︑
む
し
ろ
彼
が
彼
ら
の
誰
か
を
攻
撃
し
よ
う
と
望
ん
だ
な
ら
ば
︑
そ
れ
は
可
能
な
の
だ
︒
こ
の
よ
う
な
立
場
に
他
の
預
言
者
や
イ
マ
ー
ム
ら

が
達
す
る
こ
と
は
な
い
︒
彼
が
地
上
に
顕
現
す
る
と
き
︑
神
が
彼
に
纏
わ
せ
た
権
能
と
恩
寵
が
消
滅
す
る
こ
と
は
な
い
︒
本
質
に
あ
る
も
の
が
消
滅
す
る

こ
と
は
な
い
か
ら
だ
︒
彼
と
共
に
ヒ
ド
ル
が
旅
か
ら
︑
イ
ー
サ
ー
が
天
か
ら
顕
現
す
る
と
き
は
︑
と
り
わ
け
そ
う
で
あ
る⑤
︒
こ
の
よ
う
な
状
況
で
︑
共
同

62 (428)



体
︵u

m
m

a

︶
の
有
力
者
と
弱
き
者
の
う
ち
で
彼
が
呼
び
か
け
た
者
は
誰
で
あ
れ
︑
彼
に
応
じ
る
︒

﹇K
M

:

11b-

1
2a

﹈

サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
は
右
に
あ
る
よ
う
な
︑
不
可
視
で
は
あ
る
も
の
の
実
際
的
に
可
視
界
︵
現
世
︶
の
事
象
に
干
渉
し
う
る
隠
れ
イ
マ
ー

ム
の
権
能
を
天
使
イ
ズ
ラ
ー
イ
ー
ル
の
そ
れ
と
同
質
と
し
︑
そ
れ
ゆ
え
に
隠
れ
イ
マ
ー
ム
が
敵
と
﹁
戦
っ
た
り
︑
援
助
者
を
必
要
と
し
た
り
す

る
﹂
こ
と
は
な
い
と
断
言
す
る
﹇K

M
:

325a

﹈
︒
こ
の
よ
う
に
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
は
隠
れ
イ
マ
ー
ム
が
マ
フ
デ
ィ
ー
と
し
て
地
上
に
顕

現
す
れ
ば
︑
彼
に
帰
さ
れ
た
メ
シ
ア
と
し
て
の
権
能
ゆ
え
に
全
て
の
人
間
が
彼
に
帰
依
す
る
と
説
く
︒
し
か
し
︑
こ
の
よ
う
な
隠
れ
イ
マ
ー
ム

の
権
能
に
こ
そ
︑
隠
れ
イ
マ
ー
ム
の
顕
現
の
不
適
切
さ
が
あ
る
と
し
て
︑
彼
は
十
二
イ
マ
ー
ム
派
の
信
仰
に
反
論
す
る
︒

実
際
に
十
二
イ
マ
ー
ム
派
は
﹁
彼
︵
＝
隠
れ
イ
マ
ー
ム
︶
は
︻
現
在
︼
幽
隠
し
て
い
る
が
︻
来
た
る
べ
き
日
に
︼
顕
現
す
る
︒
ま
た
彼
と
共
に
ヒ
ド
ル
が

旅
か
ら
︻
戻
り
︼
︑
イ
ー
サ
ー
が
天
か
ら
顕
現
す
る
﹂
と
言
う
︒
彼
ら
に
対
し
て
我
ら
が
反
論
し
て
い
る
の
は
︑
仮
に
こ
の
幽
隠
の
後
に
彼
が
戻
る
べ
き
場

所
︵
＝
地
上
︶
に
顕
現
し
︑
ま
た
彼
と
共
に
ヒ
ド
ル
と
イ
ー
サ
ー
が
天
か
ら
︻
現
れ
る
︼
の
で
あ
れ
ば
︑
地
上
に
お
い
て
彼
︵
＝
隠
れ
イ
マ
ー
ム
︶
に
敵

対
し
う
る
者
は
存
在
し
な
い
だ
ろ
う
︑
と
い
う
点
で
あ
る
︒

﹇K
M

:

3
35a

﹈

こ
の
よ
う
に
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
は
︑
隠
れ
イ
マ
ー
ム
を
マ
フ
デ
ィ
ー
と
認
め
な
が
ら
も
︑
彼
に
匹
敵
す
る
者
が
存
在
し
え
な
い
超
越
的

な
権
能
ゆ
え
に
隠
れ
イ
マ
ー
ム
が
顕
現
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
す
る
︒
な
ぜ
な
ら
ば
︑
神
の
真
の
狙
い
と
は
個
々
の
ム
ス
リ
ム
に
賦
課
義

務
の
遂
行
を
迫
り
︑
救
済
に
値
す
る
か
ど
う
か
を
証
明
さ
せ
る
べ
く
﹁
試
煉
︵ik

h
tib

ār/im
tiḥ

ān

︶
﹂
を
課
す
こ
と
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
な
状
況
︵
＝
マ
フ
デ
ィ
ー
の
顕
現
︶
で
︑
彼
︵
＝
隠
れ
イ
マ
ー
ム
︶
が
応
じ
る
よ
う
に
呼
び
か
け
た
者
に
は
︑
強
制
が
必
然
で
あ
る
︒
共
同
体

の
有
力
な
者
や
弱
き
者
が
彼
の
許
に
連
れ
て
来
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
試
煉
は
全
う
さ
れ
得
な
い
︒
何
故
な
ら
ば
︑
試
煉
は
逃
亡
や

マフディーかく語りき（角田）
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強
制
で
は
あ
り
得
ず
︑
︻
個
々
人
の
︼
選
択
行
為
を
通
じ
な
く
て
は
賦
課
義
務
を
負
っ
た
者
︵m

u
k

a
lla

f

︶
に
報
償
は
与
え
ら
れ
な
い
か
ら
だ
︒
む
し
ろ

︻
預
言
者
︼
ム
ハ
ン
マ
ド
が
顕
現
し
た
よ
う
な
状
況
で
の
試
煉
が
必
定
な
の
だ
︒

﹇K
M

:

11
2a-b

﹈

右
の
引
用
の
末
尾
に
あ
る
よ
う
に
︑
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
は
こ
の
﹁
神
の
試
煉
﹂
と
い
う
観
念
を
︑
イ
ス
ラ
ー
ム
を
布
教
し
た
際
の
預
言

者
ム
ハ
ン
マ
ド
を
モ
デ
ル
と
し
て
考
案
し
た
よ
う
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
仮
に
隠
れ
イ
マ
ー
ム
が
マ
フ
デ
ィ
ー
と
し
て
顕
現
す
れ
ば
︑
そ
の
超
常

的
な
権
能
に
逆
ら
う
術
の
な
い
個
々
の
ム
ス
リ
ム
に
選
択
の
余
地
は
な
い
︒
そ
こ
で
︑
実
際
の
布
教
を
行
う
に
当
た
っ
て
様
々
な
困
難
を
経
験

せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
の
よ
う
に
﹁
弱
い
﹂
代
理
が
必
要
と
な
る
の
だ
と
い
う
︒

彼
︵
＝
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
︶
の
生
涯
が
四
〇
年
を
超
え
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
︒
彼
は
洞
窟
に
逃
亡
し
︑
︻
マ
ッ
カ
か
ら
マ
デ
ィ
ー
ナ
へ
と
︼
聖
遷
し
た
︒

彼
が
逃
亡
し
た
際
に
︑
人
々
は
彼
を
疑
っ
て
﹁
彼
は
虚
偽
を
言
っ
て
い
た
の
だ
﹂
と
言
っ
た
︒
︵
中
略
︶
彼
を
弱
く
せ
し
め
た
創
造
者
の
狙
い
と
は
︑
彼
を

通
じ
て
人
々
を
試
す
こ
と
に
あ
っ
た
︒
と
い
う
の
も
︑
彼
の
弱
さ
に
よ
っ
て
稀
有
な
少
数
の
み
が
彼
へ
の
献
身
を
全
う
す
る
か
ら
だ
︒
こ
れ
は
︻
神
が
︼

企
図
し
た
試
煉
で
あ
り
︑
至
高
な
る
神
に
と
っ
て
の
必
須
事
項
な
の
で
あ
る
︒
︻
そ
の
試
煉
と
は
︼
法
度
の
上
で
義
務
と
試
煉
が
守
ら
れ
る
よ
う
に
︑
弱
き

行
状
を
伴
わ
せ
て
彼
に
大
地
を
歩
ま
せ
る
こ
と
で
あ
る
︒
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
者
が
服
従
と
不
服
従
の
荷
を
担
う
の
だ
︒
共
同
体
に
は
服
従
す
る
者
と
服
従

し
な
い
者
︑
不
幸
な
者
と
幸
運
な
者
が
存
在
す
る
︒
仮
に
預
言
者
が
実
力
を
伴
っ
て
共
同
体
に
到
来
し
︑
彼
の
力
の
高
さ
に
ゆ
え
に
︑
義
務
を
課
さ
れ
た

者
た
ち
が
︻
彼
の
力
を
︼
妨
げ
る
も
の
は
存
在
な
い
と
知
っ
て
し
ま
っ
た
な
ら
ば
︑
彼
の
実
力
ゆ
え
に
全
て
の
人
々
が
彼
に
帰
依
し
て
い
た
だ
ろ
う
︒
さ

す
れ
ば
︑
共
同
体
の
敬
虔
な
者
を
悪
し
き
者
か
ら
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
だ
︒
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
︑
絶
対
的
な
支
配
者
︻
た
る
神
︼
の
試

煉
で
は
な
い
︒
神
は
醜
行
を
な
さ
ず
︑
必
須
事
項
を
必
ず
や
履
行
す
る
︒
︻
神
が
︼
実
力
を
持
た
せ
て
預
言
者
ら
を
派
遣
す
る
こ
と
は
理
性
に
鑑
み
て
醜
行

で
あ
る
︒
し
か
し
神
が
醜
行
を
な
す
こ
と
は
な
い
︒

﹇K
M

:

43b-

4
4a

﹈
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サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
︑
超
越
的
な
権
能
を
有
す
る
隠
れ
イ
マ
ー
ム
は
︑
ま
さ
に
そ
の
メ
シ
ア
的
な
超
越
性
ゆ
え
に

顕
現
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
だ
︑
と
い
う
倒
錯
的
な
論
理
を
用
い
て
隠
れ
イ
マ
ー
ム
の
顕
現
を
否
定
す
る
︒
そ
し
て
︑
神
は
隠
れ
イ
マ
ー

ム
の
代
わ
り
に
︑
人
々
の
信
仰
を
見
極
め
る
た
め
の
試
金
石
と
し
て
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
の
よ
う
な
﹁
人
と
し
て
の
尋
常
な
弱
さ
﹂
を
持
っ
た

者
を
代
理
に
任
じ
る
と
す
る
︒
こ
こ
に
お
い
て
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
が
マ
フ
デ
ィ
ー
の
代
理
を
称
す
る
余
地
が
生
じ
る
の
で
あ
る
︒

第
二
節

サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
の
マ
フ
デ
ィ
ー
論

一

サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
に
よ
る
﹁
マ
フ
デ
ィ
ー
の
代
理
﹂
自
称

前
節
で
確
認
し
た
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
の
論
理
に
し
た
が
え
ば
︑
﹁
神
の
試
煉
﹂
が
全
う
さ
れ
る
た
め
に
︑
隠
れ
イ
マ
ー
ム
に
想
定
さ

れ
る
よ
う
な
超
常
的
な
権
能
を
そ
の
代
理
は
持
っ
て
い
る
べ
き
で
は
な
い
︒
当
然
彼
は
自
身
の
資
質
が
こ
れ
に
該
当
す
る
と
理
解
し
て
い
る
は

ず
で
あ
る
︒
﹃
マ
フ
デ
ィ
ー
の
言
葉
﹄
に
は
﹁
こ
れ
な
る
サ
イ
イ
ド
以
上
に
︑
偉
大
な
る
神
が
試
煉
を
課
し
て
い
る
者
を
汝
ら
は
見
た
こ
と
が

あ
る
の
か
﹇K

M
:

281a

﹈
﹂
と
︑
自
身
が
い
か
に
弱
く
︑
布
教
に
際
し
て
苦
労
を
味
わ
っ
た
か
を
率
直
に
述
べ
る
箇
所
が
あ
る
︒
そ
こ
で
描
か

れ
て
い
る
の
は
︑
十
五
年
に
及
ぶ
迫
害
と
敗
走
の
日
々
へ
の
述
懐
で
あ
る⑥
︒
マ
フ
デ
ィ
ー
の
代
理
で
あ
る
は
ず
の
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
が

苦
難
を
味
わ
っ
た
こ
と
は
一
見
す
る
と
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
︑
彼
の
﹁
弱
き
代
理
﹂
と
い
う
理
論
に
し
た
が
え
ば
︑
む
し
ろ
彼

の
苦
境
こ
そ
が
彼
の
代
理
と
し
て
の
資
質
を
担
保
し
て
い
る
と
看
做
す
こ
と
が
で
き
る
︒
先
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
彼
は
こ
の
よ
う
な
弱
さ
を
預

言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
の
布
教
時
の
艱
難
辛
苦
と
結
び
付
け
て
い
る
︒

幽
隠
時
に
お
け
る
彼
︵
＝
隠
れ
イ
マ
ー
ム
︶
の
性
質
と
彼
が
備
え
て
い
る
権
能
が
そ
の
よ
う
で
あ
れ
ば
︵
＝
イ
ズ
ラ
ー
イ
ー
ル
の
権
能
の
よ
う
で
あ
れ
ば
︶
︑

い
か
に
し
て
彼
が
︻
敵
対
者
ら
と
︼
戦
っ
た
り
︑
援
助
者
を
必
要
と
し
た
り
す
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
︒
否
そ
う
で
は
な
く
︑
こ
の
弱
き
者
︻
た
る
我
︼
が

顕
現
す
る
の
だ
︒
と
い
う
の
は
︑
彼
の
弱
さ
は
彼
を
助
け
る
援
助
者
を
必
要
と
す
る
が
ゆ
え
に
︑
神
が
彼
を
通
じ
て
人
々
の
心
に
試
煉
を
課
す
た
め
で
あ

マフディーかく語りき（角田）
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る
︒
︽
汝
ら
が
神
を
援
け
る
な
ら
ば
︑
神
は
汝
ら
を
援
け
給
う
﹇Q

47:

7
﹈
︾
と
神
は
言
っ
た
︒
慈
愛
遍
き
御
方
︵
＝
神
︶
へ
の
援
け
と
は
︑
神
の
奴
隷
た

る
預
言
者
た
ち
・
聖
者
た
ち
・
敬
虔
な
者
た
ち
の
弱
き
者
へ
の
援
け
で
あ
る
︒
共
同
体
の
マ
フ
デ
ィ
ー
︵m

ah
d

ī
al-u

m
m

a

︶
が
顕
現
す
る
の
は
︑
必
ず
や

︻
預
言
者
︼
ム
ハ
ン
マ
ド
の
顕
現
の
性
質
に
基
づ
い
て
い
る
︒
ム
ハ
ン
マ
ド
は
五
二
歳
ま
で
マ
ッ
カ
で
暮
ら
し
た
後
に
︑
現
世
の
民
に
対
し
て
の
証
明

︵ḥ
u

jja
︶
と
し
て
洞
窟
へ
逃
走
し
た
︒
︵
中
略
︶
人
の
こ
の
目
か
ら
隠
さ
れ
︑
ま
た
種
々
の
完
全
性
と
光
に
身
を
包
ん
だ
︵m

a
ta

ja
lb

ib

︶
か
の
隠
れ
イ

マ
ー
ム
が
顕
現
す
る
こ
と
は
許
容
さ
れ
な
い
︒
︵
中
略
︶
そ
う
で
は
な
く
て
︑
ム
ハ
ン
マ
ド
が
顕
現
し
た
よ
う
に
弱
き
者
が
顕
現
す
る
の
だ
︒
こ
の
よ
う
に

隠
さ
れ
た
御
方
︵
＝
隠
れ
イ
マ
ー
ム
︶
と
は
秘
密
の
こ
と
で
あ
り
︑
こ
の
弱
き
者
︻
た
る
我
︼
は
そ
の
ヒ
ジ
ャ
ー
ブ
で
あ
り
︑
そ
の
座
で
あ
る
︒

﹇K
M

:

32
5a-b

﹈

右
の
引
用
で
は
改
め
て
﹁
神
の
試
煉
﹂
が
完
遂
さ
れ
る
た
め
に
は
ム
ハ
ン
マ
ド
の
よ
う
な
弱
き
代
理
が
必
要
だ
と
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
よ
う

な
人
物
に
﹁
共
同
体
の
マ
フ
デ
ィ
ー
﹂
な
る
独
自
の
呼
称
が
当
て
ら
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
﹁
弱
い
人
物
で
あ
る
﹂
と
い
う
こ

と
は
マ
フ
デ
ィ
ー
の
代
理
た
る
必
要
条
件
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
︒
実
の
と
こ
ろ
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
は
﹃
マ
フ
デ
ィ
ー
の
言

葉
﹄
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
自
身
が
マ
フ
デ
ィ
ー
の
代
理
と
し
て
顕
現
し
た
の
だ
と
主
張
し
て
い
る
も
の
の
︑
そ
の
候
補
を
自
ら
の
み
に
限
定
す

る
よ
う
な
論
証
は
一
切
行
っ
て
い
な
い
︒
で
は
次
に
︑
こ
の
点
に
留
意
し
な
が
ら
︑
彼
が
マ
フ
デ
ィ
ー
そ
の
も
の
を
自
称
し
て
い
る
と
い
う
問

題
に
踏
み
込
ん
で
み
よ
う
︒

二

サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
に
よ
る
﹁
マ
フ
デ
ィ
ー
﹂
自
称

こ
こ
ま
で
︑
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
が
隠
れ
イ
マ
ー
ム
の
﹁
代
理
﹂
と
自
称
し
︑
そ
れ
を
正
当
化
す
る
た
め
に
彼
が
構
築
し
た
論
理
を
検

討
し
て
き
た
︒
そ
の
一
方
で
﹃
マ
フ
デ
ィ
ー
の
言
葉
﹄
に
は
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
が
﹁
マ
フ
デ
ィ
ー
そ
の
も
の
﹂
を
称
し
て
い
る
と
見
受

け
ら
れ
る
記
述
も
存
在
し
て
い
る
︒
例
え
ば
︽
マ
デ
ィ
ー
ナ
の
住
民
も
︑
彼
ら
の
周
辺
の
ベ
ド
ウ
ィ
ン
も
︑
神
の
使
徒
の
後
に
居
残
る
こ
と
︑

66 (432)



ま
た
彼
の
命
よ
り
も
自
分
自
身
の
命
を
望
む
こ
と
は
罷
り
な
ら
な
い
﹇Q

9:

120
﹈
︾
と
い
う
章
句
に
言
及
す
る
際
に
︑
彼
は
次
の
よ
う
に
自

己
言
及
し
て
い
る
︒

使
徒
の
周
囲
に
い
る
者
に
対
し
て
神
が
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
義
務
と
な
し
た
の
と
同
様
に
︑
ム
ハ
ン
マ
ド
家
か
ら
の
マ
フ
デ
ィ
ー
た
る
こ
れ
な
る
サ
イ
イ

ド
の
道
を
信
仰
す
る
者
に
お
い
て
は
︑
彼
の
命
令
を
広
め
て
彼
の
権
利
︵ḥ

aq
q

︶
を
普
及
さ
せ
る
た
め
︑
共
に
蜂
起
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
︒

﹇K
M

:

21
5b

﹈

こ
の
よ
う
に
︑
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
は
明
示
的
に
﹁
ム
ハ
ン
マ
ド
家
か
ら
の
マ
フ
デ
ィ
ー
﹂
を
名
乗
っ
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
こ
れ
ま
で
議

論
し
て
き
た
よ
う
に
︑
彼
の
主
張
の
根
底
に
あ
る
も
の
は
﹁
マ
フ
デ
ィ
ー
の
代
理
﹂
と
い
う
自
己
定
義
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
右
の
引
用
に

現
れ
る
﹁
マ
フ
デ
ィ
ー
﹂
の
語
は
︑
隠
れ
イ
マ
ー
ム
に
想
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
超
常
的
な
権
能
を
有
す
る
メ
シ
ア
と
し
て
の
マ
フ
デ
ィ
ー
で

は
な
く
︑
あ
く
ま
で
そ
の
代
理
に
﹁
マ
フ
デ
ィ
ー
﹂
と
い
う
呼
称
を
当
て
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
︒
こ
の
二
重
性
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
よ
う
︒

そ
も
そ
も
﹁
マ
フ
デ
ィ
ー
﹂
の
語
は
本
来
的
に
は
﹁
︵
神
に
︶
正
し
く
導
か
れ
し
者
﹂
を
意
味
し
て
お
り
︑
メ
シ
ア
と
し
て
の
マ
フ
デ
ィ
ー
像

は
︑
シ
ー
ア
派
の
政
治
的
な
苦
境
を
経
て
次
第
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る⑦
︒
よ
っ
て
︑
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
が
称
し
た
マ
フ
デ
ィ
ー
と
い

う
肩
書
は
メ
シ
ア
的
な
含
意
を
持
た
な
い
﹁
正
し
く
導
か
れ
し
者
﹂
と
い
う
原
義
に
留
ま
っ
て
い
る
の
だ
︑
と
︒
だ
と
す
れ
ば
︑
先
に
確
認
し

た
﹁
共
同
体
の
﹂
と
い
う
限
定
が
課
さ
れ
た
マ
フ
デ
ィ
ー
こ
そ
が
︑
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
が
自
任
す
る
マ
フ
デ
ィ
ー
だ
と
い
え
よ
う
︒
つ

ま
り
︑
彼
は
こ
の
よ
う
な
主
張
を
通
じ
て
︑
一
向
に
顕
現
す
る
気
配
の
な
い
メ
シ
ア
的
マ
フ
デ
ィ
ー
︵
隠
れ
イ
マ
ー
ム
︶
か
ら
︑
﹁
理
想
の
共
同

体
を
実
現
さ
せ
る
﹂
と
い
う
現
実
的
な
側
面
を
切
り
離
し
︑
そ
の
座
を
自
身
に
充
て
が
っ
た
の
で
あ
る
︒
彼
が
自
任
し
た
こ
の
よ
う
な
﹁
現
実

的
な
マ
フ
デ
ィ
ー
﹂
像
は
︑
次
の
記
述
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
︒

マフディーかく語りき（角田）
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山
岳
の
ク
ル
ド⑧
ど
も
や
そ
の
他
の
愚
者
ど
も
の
中
に
は
﹁
マ
フ
デ
ィ
ー
が
顕
現
す
れ
ば
︑
彼
は
七
日
間
か
そ
れ
以
内
に
大
地
を
所
有
す
る
﹂
と
い
っ
て

︻
我
を
批
判
す
る
︼
者
が
い
る
が
︑
こ
れ
は
︻
誤
っ
た
こ
と
を
︼
口
に
す
る
偽
信
者
で
あ
り
︑
神
と
使
徒
に
対
す
る
虚
言
で
あ
る
︒
そ
う
で
は
な
く
て
︑

彼
に
は
か
の
預
言
者
や
そ
れ
以
外
の
預
言
者
の
範
が
あ
る
︒
実
に
︻
預
言
者
︼
ム
ハ
ン
マ
ド
は
マ
ッ
カ
で
五
三
年
生
き
︑
︻
そ
の
間
に
︼
ク
ル
ア
ー
ン
の
大

半
が
彼
に
下
っ
た
︒
彼
は
そ
の
後
に
洞
窟
に
逃
げ
込
み
︑
そ
こ
か
ら
マ
デ
ィ
ー
ナ
へ
と
移
住
し
た
︒
こ
の
状
況
は
︻
マ
ッ
カ
で
の
︼
援
助
者
︵an

ṣār

︶
の

結
集
を
断
念
し
て
初
め
て
可
能
と
な
っ
た
︒
そ
の
後
︑
彼
は
十
年
間
︻
マ
デ
ィ
ー
ナ
に
︼
居
住
し
た
が
︑
わ
ず
か
な
も
の
を
除
い
て
土
地
を
所
有
す
る
こ

と
は
な
か
っ
た
︒
ど
う
し
て
︑
位
階
に
お
い
て
︻
ム
ハ
ン
マ
ド
に
︼
劣
り
︑
恩
恵
と
名
声
に
お
い
て
︻
ム
ハ
ン
マ
ド
に
︼
劣
る
彼
の
子
孫
の
ひ
と
り
︻
た

る
こ
の
サ
イ
イ
ド
︼
の
状
況
が
︑
援
助
者
や
協
力
者
が
な
く
︑
敵
の
数
は
多
い
と
い
う
に
も
拘
わ
ら
ず
︑
︻
ム
ハ
ン
マ
ド
以
上
に
︼
大
地
を
所
有
す
る
こ
と

で
あ
ろ
う
か
︒
彼
︵
＝
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
︶
が
言
っ
た
こ
と
を
疑
う
者
は
︑
使
徒
ム
ハ
ン
マ
ド
の
逸
話
と
︑
神
が
そ
の
栄
光
あ
る
啓
典
の
中
で
彼

に
物
語
っ
た
こ
と
を
思
い
起
こ
せ
︒

﹇K
M

:

22
1a-b

﹈

こ
こ
で
語
ら
れ
る
現
実
に
即
し
た
マ
フ
デ
ィ
ー
像
こ
そ
が
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
が
称
す
る
﹁
共
同
体
の
マ
フ
デ
ィ
ー
﹂
で
あ
ろ
う
︒
こ
れ

に
類
す
る
表
現
と
し
て
︑
彼
は
次
の
引
用
の
よ
う
に
﹁
共
同
体
の
イ
マ
ー
ム
﹂
と
い
う
表
現
も
用
い
て
い
る
︒

シ
ャ
リ
ー
ア
を
担
い
︑
道
︵ṭa

rīq
a

︶
を
歩
み
︑
真
理
︵ḥ

a
q

īq
a

︶
に
達
し
た
者⑨
︑
そ
の
よ
う
な
者
は
共
同
体
の
イ
マ
ー
ム
で
あ
り
︑
下
僕
た
ち
の
頭
目
で

あ
る
︒
そ
の
よ
う
な
人
物
が
イ
マ
ー
ム
位
を
主
張
し
た
場
合
︑
彼
は
そ
の
主
張
に
相
応
し
い
︒
も
し
そ
の
よ
う
な
人
物
が
ア
ミ
ー
ル
位
を
望
ん
だ
な
ら
ば
︑

彼
は
ア
ミ
ー
ル
位
に
最
も
相
応
し
く
︑
最
も
権
利
が
あ
る
︒
そ
の
者
こ
そ
が
幽
隠
の
時
に
お
け
る
ム
ハ
ン
マ
ド
家
か
ら
の
カ
ー
イ
ム
の
代
理
で
あ
る
︒
こ

れ
に
つ
い
て
﹁
信
任
さ
れ
た
法
学
者
は
当
世
の
人
々
の
内
で
最
も
知
識
あ
る
人
物
で
あ
る
︒
彼
は
幽
隠
の
状
況
下
で
の
神
の
命
に
従
っ
た
カ
ー
イ
ム
の
代

理
で
あ
る
﹂
と
ハ
デ
ィ
ー
ス
は
伝
え
る
︒
神
の
諸
法
度
が
守
ら
れ
る
よ
う
に
︑
人
々
が
彼
と
共
に
蜂
起
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
︒
こ
れ
な
る
サ
イ
イ

ド
は
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
一
族
の
法
学
者
︵faq

īh
ah

l
al-b

ay
t

︶
で
あ
る
︒
真
理
を
顕
現
せ
し
め
て
虚
偽
を
退
け
る
た
め
に
人
々
が
彼
を
援
け
る
こ
と
が
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不
可
欠
で
あ
る
︒

﹇K
M

:

72b-

7
3a

﹈

こ
こ
で
の
﹁
共
同
体
の
イ
マ
ー
ム
﹂
は
語
こ
そ
違
え
ど
︑
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
﹁
共
同
体
の
マ
フ
デ
ィ
ー
﹂
と
同
じ
で
あ
ろ
う
︒
だ
と
す
れ
ば
︑

こ
こ
に
描
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
正
し
い
知
識
に
基
づ
い
て
人
々
を
導
く
者
で
あ
れ
ば
誰
で
あ
れ
マ
フ
デ
ィ
ー
の
代
理
と
し
て
共
同
体
の
統

治
権
が
是
認
さ
れ
る
︒
こ
の
よ
う
に
し
て
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
は
︑
マ
フ
デ
ィ
ー
の
代
理
に
該
当
す
る
人
物
を
一
般
化
し
て
い
る
の
だ
︒

勿
論
﹃
マ
フ
デ
ィ
ー
の
言
葉
﹄
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
見
解
こ
そ
が
︑
彼
が
正
し
い
と
認
め
る
唯
一
の
知
識
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
意
味
で
︑
彼
の

こ
の
﹁
一
般
化
﹂
は
彼
以
外
の
人
物
に
開
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
︒
し
か
し
︑
こ
の
立
場
は
同
時
期
の
他
の
マ
フ
デ
ィ
ー
自
称
者
と
は
極
め
て

対
照
的
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑
そ
の
う
ち
の
ひ
と
り
で
あ
る
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ヌ
ー
ル
バ
フ
シ
ュ
は
︑
己
の
身
体
的
特
徴
や
過
去
の
経
歴
と
伝
承
に

あ
る
マ
フ
デ
ィ
ー
と
の
一
致
を
論
拠
に
︑
自
ら
こ
そ
を
唯
一
の
マ
フ
デ
ィ
ー
だ
と
限
定
し
て
い
た⑩
︒
で
は
両
者
の
マ
フ
デ
ィ
ー
自
称
論
理
の
相

違
点
は
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
︒

こ
こ
で
政
治
史
に
お
け
る
両
者
の
﹁
現
実
﹂
を
比
較
し
て
み
よ
う
︒
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ヌ
ー
ル
バ
フ
シ
ュ
は
一
四
二
三
年
に
マ
フ
デ
ィ
ー
を
自

称
し
て
宣
教
を
開
始
し
た
が
︑
時
の
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
君
主
シ
ャ
ー
・
ル
フ
の
介
入
を
受
け
て
一
四
三
六
年
に
ヘ
ラ
ー
ト
で
マ
フ
デ
ィ
ー
自
称
を

公
開
で
否
認
さ
せ
ら
れ
る
に
ま
で
至
っ
た
︒
そ
れ
以
降
︑
ヌ
ー
ル
バ
フ
シ
ュ
は
ク
ル
デ
ィ
ス
タ
ー
ン
や
ギ
ー
ラ
ー
ン
な
ど
の
イ
ラ
ン
の
周
縁
地

域
で
教
団
の
信
奉
者
を
獲
得
し
続
け
た
は
し
た
も
の
の
︑
マ
フ
デ
ィ
ズ
ム
の
至
上
目
的
た
る
政
治
権
力
の
樹
立
は
終
ぞ
叶
う
こ
と
は
な
か
っ
た⑪
︒

そ
の
一
方
で
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
は
︑
既
に
確
認
し
た
よ
う
に
﹃
マ
フ
デ
ィ
ー
の
言
葉
﹄
成
立
以
前
の
段
階
で
政
権
を
確
立
し
て
い
た
︒

両
者
の
マ
フ
デ
ィ
ー
自
称
論
理
の
差
異
は
︑
こ
の
﹁
現
実
的
な
成
功
﹂
の
度
合
に
起
因
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
︒
つ
ま
り
︑
本
稿
で
検
討

し
た
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
の
マ
フ
デ
ィ
ー
自
称
論
理
は
独
自
政
権
が
確
立
さ
れ
て
以
降
の
も
の
だ
と
い
う
点
か
ら
︑
﹃
マ
フ
デ
ィ
ー
の
言

葉
﹄
に
記
さ
れ
た
マ
フ
デ
ィ
ー
論
は
む
し
ろ
現
実
世
界
に
お
け
る
﹁
理
想
の
共
同
体
﹂
の
成
立
か
ら
遡
行
し
て
︑
彼
の
代
理
と
し
て
の
説
得
性

を
確
証
す
る
た
め
に
構
築
さ
れ
た
マ
フ
デ
ィ
ー
論
で
あ
っ
た
と
い
え
る
︒
換
言
す
れ
ば
こ
れ
は
﹁
隠
れ
イ
マ
ー
ム
﹂
に
メ
シ
ア
と
し
て
の
特
権

マフディーかく語りき（角田）
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を
認
め
つ
つ
︑
マ
フ
デ
ィ
ー
に
対
す
る
あ
る
種
の
機
能
分
化
を
行
い
︑
彼
が
達
成
し
得
た
﹁
理
想
の
共
同
体
﹂
の
統
治
者
と
し
て
の
著
者
の
正

統
性
を
追
認
す
る
論
理
で
あ
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
﹃
マ
フ
デ
ィ
ー
の
言
葉
﹄
成
立
時
点
で
の
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
の
視
点
に
立
つ
な
ら
ば
︑

十
四
～
十
五
世
紀
イ
ラ
ン
の
﹁
マ
フ
デ
ィ
ー
乱
立
期
﹂
に
優
先
さ
れ
る
べ
き
は
︑
待
て
ど
も
一
向
に
到
来
す
る
気
配
の
な
い
﹁
理
想
の
終
末
﹂

と
い
う
画
餅
で
は
な
く
︑
現
実
に
即
し
て
修
正
さ
れ
た
終
末
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

①

﹇K
M

:

2
8
3a
﹈
で
は
同
様
の
文
脈
で
﹁
優
先
な
き
優
先
︵al-tarjīḥ

b
ilā-

ru
jḥ

ān

︶
﹂
と
い
う
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
︒

②

G
riffel,

F
.

2
0
0
9:

A
l-G

hazālīʼs
P
hilosophical

T
heology,

N
ew

Y
o

rk
an

d

O
x

fo
rd

,
p

p
.

1
6
7
-
7
3.

③

﹁
ビ
ュ
リ
ダ
ン
の
ロ
バ
﹂
と
は
︑
オ
ッ
カ
ム
派
ス
コ
ラ
哲
学
者
ビ
ュ
リ
ダ
ン
が

述
べ
た
と
さ
れ
る
自
由
意
志
に
つ
い
て
の
寓
話
で
あ
る
︒
こ
の
喩
話
で
は
餓
死
寸

前
の
ロ
バ
の
眼
前
に
︑
量
・
質
と
も
に
全
く
等
し
い
二
つ
の
干
し
草
の
束
が
置
か

れ
る
が
︑
両
者
か
ら
受
け
る
刺
激
が
全
く
等
し
い
た
め
に
︑
ロ
バ
は
ど
ち
ら
を
も

選
択
す
る
こ
と
が
出
来
ず
に
餓
死
し
て
し
ま
う
﹇
大
滝
朝
春
︵
一
九
九
〇
︶：
﹁
ビ

ュ
リ
ダ
ン
の
ロ
バ
は
餓
死
し
な
い
﹂
﹃
名
古
屋
大
学
人
文
科
学
研
究
﹄
十
九
号

一
～
十
八
頁
﹈
︒

④

﹁
優
先
︵tarjīḥ

︶
﹂
を
巡
る
ガ
ザ
ー
リ
ー
の
議
論
に
つ
い
て
はW

o
lfso

n
,

H
.A

.

19
7
6:

T
he

P
hilisophy

of
the

K
alam

,
C

am
b

rid
g

e,
M

assach
u

setts,
p

p
.

44
5
-
5
2.

を
︑
人
間
の
行
為
発
動
に
関
す
る
﹁
優
先
﹂
概
念
に
つ
い
て
の
議
論
は

S
h

ih
ad

eh
,

A
.

2
0
0
6:

T
he

T
eleological

E
thics

of
F
akhr

al-D
īn

al-R
āzī,

L
eid

en
an

d
B

o
sto

n
,

p
p

.

2
0
-
2
9.

を
参
照
の
こ
と
︒

⑤

シ
ー
ア
派
の
一
般
的
な
マ
フ
デ
ィ
ー
信
仰
で
は
︑
神
に
よ
っ
て
天
に
召
し
上
げ

ら
れ
て
い
た
イ
ー
サ
ー
が
終
末
に
現
れ
て
︑
マ
フ
デ
ィ
ー
を
補
佐
す
る
と
考
え
ら

れ
て
い
る
﹇
菊
地
達
也
︵
二
〇
〇
九
︶
：
一
四
二
～
一
四
四
頁
﹈
︒
ま
た
ヒ
ド
ル
は
︑

民
間
伝
承
に
登
場
す
る
聖
者
で
︑
イ
ス
ラ
ー
ム
の
預
言
者
と
も
さ
れ
る
伝
説
上
の

人
物
で
あ
る
︒
ヒ
ド
ル
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
伝
承
の
命
の
泉
伝
承
と
結
び
つ
い

て
︑
不
死
だ
と
さ
れ
る
﹇
山
中
由
里
子
︵
二
〇
〇
二
︶：
﹁
ヒ
ド
ル
﹂
大
塚
和
夫
ほ

か
︵
編
︶
﹃
岩
波
イ
ス
ラ
ー
ム
辞
典
﹄
岩
波
書
店

八
一
二
頁
﹈
︒
た
だ
し
︑
終
末

論
と
ヒ
ド
ル
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
り
︑
﹃
マ
フ
デ
ィ
ー
の
言
葉
﹄
以

外
で
の
言
及
を
筆
者
は
寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
︒

⑥

K
M

:

281a-b
;

cf.
B

ash
ir

1997:

41.

⑦

マ
フ
デ
ィ
ー
の
語
の
歴
史
的
展
開
に
つ
い
て
は
﹇M

ad
elu

n
g

198
6:

p
p

.

1230-38.

﹈
を
参
照
の
こ
と
︒

⑧

こ
こ
に
﹁
ク
ル
ド
﹂
の
語
が
現
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ

ド
は
そ
の
教
宣
活
動
に
お
い
て
フ
ー
ゼ
ス
タ
ー
ン
と
隣
接
す
る
ザ
グ
ロ
ス
山
中
の

遊
牧
部
族
に
も
布
教
を
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
詳
細
は
不
明
で
あ
る
︒

⑨

﹃
マ
フ
デ
ィ
ー
の
言
葉
﹄
に
お
い
て
詳
述
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
も
の
の
︑
シ
ャ

リ
ー
ア
︵
聖
法
︶
・
タ
リ
ー
カ
︵
修
行
道
︶
・
ハ
キ
ー
カ
︵
真
理
︶
と
い
う
術
語
の

選
択
は
︑
こ
の
三
つ
を
ス
ー
フ
ィ
ー
の
精
神
的
進
歩
の
三
段
階
だ
と
す
る
ス
ー
フ

ィ
ズ
ム
と
の
連
関
を
想
起
さ
せ
る
︒
﹁
シ
ー
ア
主
義
と
マ
フ
デ
ィ
ズ
ム
の
影
響
を

受
け
た
タ
リ
ー
カ
﹂
と
い
う
分
析
は
︑
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
教
団
や
ヌ
ー
ル
バ
フ
シ
ュ

教
団
と
い
っ
た
同
時
代
の
集
団
に
共
通
す
る
特
徴
で
あ
り
︑
先
行
諸
研
究
は
ム
シ

ャ
ア
シ
ャ
ア
集
団
を
同
様
の
類
型
に
位
置
づ
け
て
き
た
︵
﹇A

rjo
m

an
d

1
984:

p
p

.

66-84.

﹈
な
ど
︶
︒
し
か
し
﹃
信
仰
者
た
ち
の
会
合
﹄
か
ら
の
情
報
︵
サ
イ
イ

ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
の
師
が
ス
ー
フ
ィ
ー
で
あ
っ
た
と
か
彼
自
身
が
禁
欲
の
修
行
を

し
て
い
た
な
ど
︶
や
﹃
マ
フ
デ
ィ
ー
の
言
葉
﹄
に
﹁
真
知
︵m

a
ʿrifa

︶
﹂
や
﹁
被

膜
の
除
去
︵k

ash
f

al-ḥ
ijāb

︶
﹂
と
い
っ
た
ス
ー
フ
ィ
ー
が
好
む
術
語
が
使
わ
れ
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て
い
る
と
い
う
事
実
の
外
に
は
︑
ム
シ
ャ
ア
シ
ャ
ア
集
団
を
タ
リ
ー
カ
と
評
価
す

る
積
極
的
な
根
拠
は
見
出
せ
な
い
︒

⑩

B
ash

ir

2003:

76.

⑪

B
ash

ir

2003:

45-75.

お

わ

り

に

本
稿
で
は
教
説
集
﹃
マ
フ
デ
ィ
ー
の
言
葉
﹄
の
記
述
を
基
に
︑
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
が
擁
し
て
い
た
マ
フ
デ
ィ
ー
論
を
再
構
築
し
て
提

示
し
た
︒
そ
こ
で
描
か
れ
て
い
た
も
の
は
︑
現
実
的
な
マ
フ
デ
ィ
ー
像
で
あ
り
︑
そ
れ
を
自
任
す
る
こ
と
で
自
ら
の
統
治
権
を
正
当
化
す
る
サ

イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
の
姿
で
あ
っ
た
︒
彼
の
マ
フ
デ
ィ
ー
論
が
確
認
で
き
る
の
は
︑
彼
が
独
自
政
権
を
樹
立
し
て
以
降
で
あ
る
た
め
︑
そ
れ

以
前
に
彼
が
ど
の
よ
う
な
マ
フ
デ
ィ
ー
論
を
唱
え
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
本
稿
で
確
認
し
た
マ
フ
デ
ィ
ー
論
の
う
ち
︑
政
権
樹

立
運
動
の
最
中
に
お
い
て
特
に
重
要
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
テ
ー
ゼ
は
類
推
可
能
で
あ
る
︒
そ
れ
は
第
三
章
一
節
で
検
討
し
た
﹁
神
の
試
煉
﹂
の

観
念
で
あ
る
︒
こ
の
テ
ー
ゼ
は
マ
フ
デ
ィ
ー
に
メ
シ
ア
的
な
権
能
が
あ
る
が
ゆ
え
に
︑
そ
の
顕
現
を
否
定
す
る
と
い
う
我
田
引
水
の
詭
弁
で
あ

っ
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
マ
フ
デ
ィ
ー
の
顕
現
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
信
仰
者
が
救
済
さ
れ
る
と
い
う
楽
観
的
な
終
末
論
よ
り
も
︑
自
ら
が
属
す

る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
み
が
救
済
に
値
し
︑
そ
れ
と
相
容
れ
な
い
他
者
を
罰
し
た
い
と
い
う
排
他
的
な
終
末
論
こ
そ
が
︑
当
時
に
お
い
て
も
遍
在

し
て
い
た
ル
サ
ン
チ
マ
ン
を
刺
激
し
︑
信
奉
者
を
政
治
闘
争
に
扇
動
す
る
機
能
を
果
た
し
て
い
た
と
想
像
す
る
に
難
く
な
い
︒

最
後
に
﹃
マ
フ
デ
ィ
ー
の
言
葉
﹄
に
お
け
る
も
う
ひ
と
つ
の
不
足
を
指
摘
し
た
い
︒
そ
れ
は
彼
が
﹁
隠
れ
イ
マ
ー
ム
の
ヒ
ジ
ャ
ー
ブ
﹂
を
自

称
す
る
際
の
自
己
言
及
に
関
し
て
で
あ
る
︒
彼
は
霊
肉
二
元
論
に
基
づ
い
て
こ
れ
を
自
称
す
る
が
︑
そ
の
際
に
﹁
ヒ
ジ
ャ
ー
ブ
の
理
論
﹂
の
モ

デ
ル
と
し
て
提
示
し
た
﹁
ジ
ブ
リ
ー
ル
の
被
覆
﹂
や
﹁
ア
リ
ー
に
対
す
る
神
の
被
覆
﹂
の
例
と
は
異
な
っ
て
︑
﹁
こ
れ
な
る
サ
イ
イ
ド
は
隠
れ

イ
マ
ー
ム
の
ヒ
ジ
ャ
ー
ブ
で
あ
る
﹂
と
言
い
つ
つ
も
︑
﹁
我
に
隠
れ
イ
マ
ー
ム
が
被
覆
さ
れ
て
い
る
の
だ
﹂
と
い
う
直
接
的
な
名
言
は
一
切
行

っ
て
い
な
い
︒
彼
は
あ
く
ま
で
︑
本
稿
で
確
認
し
た
よ
う
な
﹁
本
質
と
ヒ
ジ
ャ
ー
ブ
﹂
の
関
係
と
い
う
構
造
を
反
復
す
る
中
で
︑
隠
れ
イ
マ
ー

ム
の
ヒ
ジ
ャ
ー
ブ
を
自
称
す
る
に
留
ま
っ
て
い
る
の
だ
︒
こ
の
事
実
を
マ
フ
デ
ィ
ー
自
称
者
が
抱
く
微
妙
な
信
仰
心
の
発
露
と
捉
え
る
こ
と
は

マフディーかく語りき（角田）
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で
き
な
い
だ
ろ
う
か
︒
つ
ま
り
︑
若
か
り
し
日
の
サ
イ
イ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ド
は
︑
自
ら
を
メ
シ
ア
的
な
マ
フ
デ
ィ
ー
で
あ
る
と
確
信
し
︑
政
権

樹
立
運
動
に
勤
し
ん
で
い
た
︒
し
か
し
彼
が
そ
の
よ
う
な
存
在
で
な
か
っ
た
こ
と
は
︑
悲
し
い
こ
と
に
歴
史
が
証
明
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
し

た
が
っ
て
︑
彼
は
﹃
マ
フ
デ
ィ
ー
の
言
葉
﹄
が
成
立
し
た
晩
年
に
は
そ
の
確
信
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒
そ
し
て
そ
れ
が
﹃
マ
フ

デ
ィ
ー
の
言
葉
﹄
の
冴
え
な
い
筆
致
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︒
勿
論
︑
こ
れ
は
現
時
点
で
は
実
証
不
可
能
な
仮
説
に
過
ぎ
な
い
︒

し
か
し
︑
自
称
マ
フ
デ
ィ
ー
と
は
い
え
︑
彼
も
ま
た
自
ら
の
救
済
を
願
う
ひ
と
り
の
ム
ス
リ
ム
で
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
彼
の
内
的
な
自
己
評
価

は
︑
そ
の
大
層
な
自
己
主
張
を
規
定
す
る
フ
ァ
ク
タ
ー
の
一
つ
と
し
て
考
察
に
値
す
る①
︒
そ
し
て
こ
の
観
点
は
︑
近
世
イ
ス
ラ
ー
ム
諸
帝
国
の

君
主
ら
を
含
め
た
︑
ポ
ス
ト
・
モ
ン
ゴ
ル
期
の
種
々
の
マ
フ
デ
ィ
ー
論
の
再
検
討
に
資
す
る
だ
ろ
う
︒

①

モ
イ
ー
ン
氏
の
提
唱
す
る
﹁
千
年
王
国
主
義
的
君
主
﹂
の
内
面
の
発
露
と
見
做

し
う
る
類
例
と
し
て
︑
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
第
二
代
君
主
タ
フ
マ
ー
ス
プ
の
事
例
が

挙
げ
ら
れ
る
︒
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
宮
廷
を
訪
れ
た
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
大
使M

ic
h

e
le

M
e
m

b
ré

が
報
告
し
て
い
る
よ
う
に
︑
タ
フ
マ
ー
ス
プ
は
来
た
る
べ
き
マ
フ
デ

ィ
ー
の
た
め
に
自
ら
の
妹
の
一
人
を
未
婚
の
ま
ま
と
し
︑
ま
た
マ
フ
デ
ィ
ー
が
騎

乗
す
る
た
め
の
白
馬
を
養
育
し
て
い
た
﹇M

ich
ele

M
em

b
ré,

M
ission

to
the

L
ord

Sophy
of

P
ersia

(1539-1542),
A

.H
.

M
o

rto
n

(tr.),
L

o
n

d
o

n
,

1993,p
p

.

25-26.

﹈
︒
こ
れ
は
彼
が
マ
フ
デ
ィ
ー
の
顕
現
に
並
々
な
ら
ぬ
リ
ア
リ
テ
ィ
を
抱

い
て
い
た
証
左
で
あ
る
︒
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
教
団
の
台
頭
と
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
の
樹

立
は
教
団
教
主
か
つ
初
代
君
主
た
る
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
へ
の
マ
フ
デ
ィ
ー
信
仰
が

背
景
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
︑
史
料
状
況
ゆ
え
に
具
体
的
な
実
証
は
未
決
で
あ
る
︒

し
た
が
っ
て
﹁
千
年
王
国
主
義
的
君
主
﹂
観
念
の
実
体
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に

は
︑
十
四
～
十
六
世
紀
の
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
の
総
体
的
把
握
が
不
可
欠
で
あ
る
︒

︵
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
︶
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Thus Spoke a Mahdī: Sayyid Muh. ammad al-Mushaʻshaʻʼs Logic for

Self-proclamation as a Mahdī

by

SUMIDA Tetsurou

After the Mongol invasion and the murder of the last ʻAbbāsid Caliph

during the 13th century, the absence of central religious authority prompted

several messianic movements throughout the Islamic world. More

specifically, the eschatological expectation of the Mahdi pervaded the

Persianate world, and several individuals claimed to be the Mahdī and

sought to overthrow the established regime with help from their militant

followers. As is shown in the case of S. afavid movement even though it

was one of few successful cases of the establishment of a new body politic

, the serial struggles led by those Mahdīs had the potential to change

the religio-political milieu.

This paper focuses on one of those self-proclaimed Mahdīs, Sayyid

Muh. ammad al-Mushaʻshaʻ (d. 1466), who established a local dynasty in

Khūzistān in the middle of the 15th century, and his own work Kalām al-

Mahdī, which he composed in Arabic. This unpublished work is infamous for

its heterodox tenets based on the Twelver Shiʻite belief, such as the

“deification of ʻAlī” and the “immortality of twelve Imāms.”

Some scholars had tried to reconstruct Sayyid Muh. ammadʼs thought based

on Kalām al-Mahdī. Nevertheless, they failed to explain systematically his

claims, so that their researches have been no more than enumerations of his

sensational theses. This seems to be caused by the textual structure of

Kalām al-Mahdī, where most of theses are inconsistently scattered

throughout the text. However in regard to the theory of his self-

proclamation as a Mahdī, the text is logical enough to clarify it.

The logic for Sayyid Muh. ammadʼs Mahdīhood can be summarized as

follows: while he recognized the Hidden Imām of Twelver Shīʻite as the

messianic Mahdī, he himself claimed to be a Mahdī as the deputy of the

Hidden Imām. To dissolve this duality of Mahdīhood, the author constructed

his own theory with the following three-step logic: 1) denial of the immediate

manifestation of the Hidden Imām as the Mahdī; 2) demonstration of the

( 558 )



reason why the Hidden Imām requires a deputy; 3) identification of the

author as the deputy as he defined. In conclusion, Sayyid Muh. ammad

routinized the radical Mahdism particular to the post-Mongol period, and

successfully acquired religio-political authority derived from the awaited

Mahdī.

Key Words ; Iran, shiʻism, messianism, Mahdī, Early Modern Islamic Dynasties

The Formation of the Tokugawa Gosanke: Policies of the Tokugawa

Regime Dealing with Its Familial Relations in the Early Edo Period

by

LIU Chen

This paper explores the status of the Tokugawa/Matsudaira family

members, particularly those from the Tokugawa gosanke 御三家 (the Three

Branches of the Tokugawa), in the political order of the Tokugawa regime

during the early Edo period. These family members were regarded as a kind

of daimyō called “shinpan” 親藩, distinguished from other daimyō including

fudai譜第and tozama 外様. However, scholars have recently pointed out that

such a classification is not an accurate representation of Tokugawa political

institutions. Therefore, it is necessary to consider how these family members

were positioned in the system during the founding period of the Tokugawa

shogunate.

In 1603, Tokugawa Ieyasu was appointed as seii taishōgun and established

the bakufu in Edo after he had taken control of the state through his victory

in the Battle of Sekigahara. His sons who served meritoriously in that battle

were sent to the strategically important areas and appointed as independent

feudal lords in the same way that the non-hereditary retainers of the

Tokugawa family (tozama) had. In the meantime, the Matsudaira branch

families, which split from the head family at the time of Ieyasuʼs grandfather,

served as hereditary vassals ( fudai). When Ieyasu handed over the shogun

position to his third son Hidetada and moved his residence to Sunpu, he

began to use his sons to solve special political problems, such as the

communication with the Toyotomi government in Osaka. In this period, the

three sons born after the Battle of Sekigahara (Yoshinao, Yorinobu, Yorifusa),

( 557 )
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