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キ
ャ
ー
テ
ィ
プ
・
チ
ェ
レ
ビ
ー
に
よ
る
序
言

慈
悲
あ
ま
ね
く
、
慈
愛
深
き
ア
ッ
ラ
ー
の
名
に
お
い
て
。

ア
ッ
ラ
ー
に
称
賛
あ
れ
。
主
は
知
性
を
も
っ
て
そ
の
創
造
の
証
明
と
し
、
そ
れ
に
よ
り
、
真
偽
を
区
別
す
る
手
段

と
し
て
の
啓
示
の
法
を
強
め
た
。
虚
偽
と
真
理
を
分
か
つ
啓
示
と
、
完
璧
な
知
性
と
共
に
遣
わ
さ
れ
た
預
言
者
ム
ハ

ン
マ
ド
に
、
そ
れ
か
ら
彼
の
家
族
と
彼
の
教
友
た
ち
に
祝
福
と
平
安
あ
れ
、
高
名
な
学
者
た
ち
が
集
ま
っ
て
、
延
々

と
議
論
を
続
け
て
い
ら
れ
る
く
ら
い
の
間
は
。

創
造
以
来
、
理
性
知
（
理
性
に
立
脚
す
る
知
）
と
伝
承
知
（
啓
示
に
立
脚
す
る
知
）
は
二
頭
の
競
争
馬
の
よ
う
な

も
の
だ
と
喧
伝
さ
れ
る
一
方
で
、
賢
者
た
ち
の
間
で
は
、
理
性
知
と
伝
承
知
は
一
対
の
双
子
の
よ
う
な
も
の
と
し
て

認
め
ら
れ
て
き
た
。
そ
し
て
そ
の
論
理
的
証
明
と
は
、
確
実
性
の
高
み
へ
の
階
段
で
あ
り
梯
子
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
が
疑
問
や
推
測
と
い
っ
た
事
態
に
お
け
る
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
言
論
と
あ
ら
ゆ
る
物
事
の
判
断
の
土
台
と
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な
っ
て
い
る
。
一
部
の
者
は
見
え
隠
れ
に
出
没
し
て
さ
さ
や
く
者）

1
（

に
誘
惑
さ
れ
、
証
明
を
脇
に
置
き
、
無
知
と
愚
か

さ
か
ら
、
故
意
に
単
な
る
憶
測
や
推
測
を
、
証
明
に
匹
敵
す
る
も
の
と
し
て
持
ち
出
し
て
く
る
。
人
よ
り
多
く
の
質

問
を
発
す
る
こ
と
で
、
言
い
争
い
や
無
駄
な
偏
見
の
病
の
犠
牲
と
な
る
の
で
あ
る
。
昔
々
の
狂
信
的
な
戦
争
の
よ
う

に
、
こ
れ
ら
馬
鹿
も
の
た
ち
の
無
駄
な
論
争
は
ほ
ぼ
流
血
沙
汰
を
招
く
。
こ
う
し
た
わ
け
で
、
論
争
に
お
け
る
諸
問

題
に
対
す
る
証
明
の
方
法
を
示
す
た
め
に
さ
さ
や
か
な
が
ら
文
章
を
し
た
た
め
、
こ
れ
に
『
最
も
正
し
い
真
理
を
選

ぶ
た
め
の
真
理
の
天
秤
』
の
題
名
を
与
え
た
。
こ
れ
に
よ
り
一
般
の
人
々
も
、
論
争
や
口
論
に
お
い
て
何
が
問
題
点

と
な
っ
て
い
る
の
か
、
ま
た
そ
こ
か
ら
果
実
を
得
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
が
分
か
る
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
な

い
。

は
じ
め
に

　
合
理
的
な
科
学
の
必
要
に
つ
い
て
。

　
真
理
の
後
を
追
う
探
求
者
は
、
人
知
は
そ
れ
が
実
在
で
あ
る
か
非
実
在
で
あ
る
か
に
関
わ
ら
ず
絶
対
的
に
不
可
知

で
あ
る
こ
と
を
理
解
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
知
性
は
、
そ
ち
ら
の
方
向
へ
と
続
く
も
の
で
は
な
い
。

　
物
質
か
ら
完
全
に
自
由
な
存
在
に
つ
い
て
で
あ
れ
ば
、
そ
の
類
い
に
属
す
る
も
の
の
研
究
は
形
而
上
学
と
呼
ば
れ

る
。
そ
れ
は
無
数
に
枝
分
か
れ
し
て
い
る
。
こ
れ
を
研
究
す
る
者
と
い
え
ば
哲
学
者
か
神
学
者
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。

　
意
識
に
お
い
て
は
物
質
を
不
要
と
す
る
が
、
外
形
上
は
物
質
を
必
要
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
で
あ
れ
ば
、
そ
の
学

問
は
数
学
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
学
問
に
は
四
つ
の
基
礎
分
野
が
あ
る
。
算
術
、
天
文
学
、
地
理
学
、
そ
し
て
音
楽
で

キャーティプ・チェレビーによる序言
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あ
る
。

　
知
性
に
お
い
て
も
外
形
に
お
い
て
も
絶
対
的
に
物
質
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
類
い
に
属
す
る
学
問

は
自
然
科
学
と
呼
ば
れ
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
無
数
に
枝
分
か
れ
し
て
い
る）

2
（

。

　
あ
ら
ゆ
る
純
理
論
的
か
つ
合
理
的
科
学
は
こ
れ
ら
の
う
ち
ど
れ
か
ひ
と
つ
、
あ
る
い
は
こ
れ
ら
か
ら
枝
分
か
れ
し

た
分
野
に
属
し
て
い
る
。
そ
の
研
究
方
法
は
思
索
と
推
論
で
あ
る
。
思
索
の
誤
り
を
避
け
る
た
め
に
、
人
は
仮
説
と

推
論
の
規
則
を
考
案
し
、
そ
れ
を
実
験
の
科
学
、
あ
る
い
は
論
理
の
科
学
と
名
付
け
た
。
こ
れ
が
科
学
に
お
け
る
天

秤
で
あ
り
試
金
石
で
あ
る
。
偉
大
な
学
者
で
あ
る
サ
イ
イ
ド
・
シ
ャ
リ
ー
フ
・
ジ
ュ
ル
ジ
ャ
ー
ニ
ー）

3
（

は
、
学
問
を
身

に
つ
け
た
ど
の
学
者
の
知
識
で
あ
ろ
う
と
も
、
こ
の
天
秤
と
試
金
石
に
よ
る
試
験
に
基
づ
か
な
い
よ
う
で
あ
れ
ば
、

誰
に
も
尊
重
さ
れ
な
い
し
根
拠
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
真
実
の
後
を
追
う
探
求

者
た
ち
の
ほ
と
ん
ど
が
、
こ
れ
を
必
須
と
心
得
て
い
る
。
論
理
の
科
学
は
そ
れ
自
体
の
目
的
追
求
の
た
め
に
存
在
す

る
の
で
は
な
く
、
手
段
で
あ
り
知
識
を
得
る
た
め
の
道
具
で
あ
り
、
創
造
以
来
の
あ
ら
ゆ
る
民
族
と
国
家
に
お
け
る

本
質
、
真
理
、
正
確
な
科
学
の
主
軸
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
言
及
し
て
い
る
真
理
と
は
、
事
物
の
科
学
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
科
学
が
扱
う
課
題
は
、
啓
示
さ
れ
た
書
物

と
神
聖
な
宗
教
諸
科
学
に
お
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
主
題
に
も
沿
っ
て
お
り
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
一
致
し
て
い
る
が
、

し
か
し
多
数
の
例
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
間
に
は
相
違
も
存
在
す
る
。
そ
の
た
め
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
共
同
体
は
哲
学

を
拒
絶
し
た
。
そ
れ
に
ひ
き
か
え
ム
ス
リ
ム
は
哲
学
へ
の
解
答
を
、
い
わ
く
言
い
が
た
い
玄
妙
さ
を
も
っ
て
構
築
し
、

公
然
と
拒
絶
す
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た）

4
（

。
こ
の
件
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
学
ん
で
き
た
者
に
は
分
か
る
だ
ろ
う
。
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さ
て
聖
法
の
諸
科
学
に
つ
い
て
だ
が
、
当
代
に
お
い
て
は
こ
れ
が
イ
ス
ラ
ー
ム
の
学
び
の
目
的
で
あ
り
、
そ
れ
は

二
つ
に
分
類
さ
れ
る
。
ひ
と
つ
は
学
ぶ
こ
と
そ
れ
自
体
が
目
的
で
あ
る
も
の
、
も
う
ひ
と
つ
は
学
ぶ
こ
と
そ
れ
自
体

が
目
的
で
あ
る
も
の
を
学
ぶ
手
段
と
し
て
学
ぶ
も
の
で
あ
る
。
後
者
を
道
具
的
学
問
、
訓
練
的
学
問
、
ア
ラ
ブ
諸
学

と
呼
ぶ
。
何
故
な
ら
こ
れ
ら
は
、
そ
れ
を
学
ぶ
こ
と
自
体
は
目
的
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
得
ら
れ
る

も
の
と
は
直
接
的
に
は
学
習
の
規
律
で
あ
り
、
間
接
的
に
は
自
己
の
鍛
錬
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
ア
ラ
ビ
ア
語
の
表
現

方
法
を
扱
う
。
も
の
の
本
に
あ
る
通
り
、
そ
れ
ら
が
合
計
で
十
二
あ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る）

5
（

。

　
学
ぶ
こ
と
そ
れ
自
体
が
目
的
で
あ
る
諸
科
学
は
、
扱
わ
れ
る
主
題
ゆ
え
に
そ
の
他
と
は
区
別
さ
れ
る
。
神
の
言
葉

を
主
題
と
す
る
学
問
と
は
、
ク
ル
ア
ー
ン
の
解
釈
な
ら
び
に
多
様
な
朗ろ
う

誦し
ょ
う法ほ
うの
、
枝
分
か
れ
し
た
も
の
も
含
め
た
科

学
で
あ
る
。
ア
ッ
ラ
ー
の
使
徒
ム
ハ
ン
マ
ド
（
神
よ
、
彼
を
祝
福
し
平
安
を
与
え
た
ま
え
）
の
言
葉
を
主
題
と
す
る

も
の
は
、
枝
分
か
れ
し
た
も
の
も
含
め
て
伝
承
の
科
学
と
呼
ば
れ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
か
ら
生
じ
た
も
の
、
こ
れ
ら
の

主
題
と
関
連
が
あ
る
も
の
、
あ
る
い
は
単
に
教
条
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
イ
ス
ラ
ー
ム
神
学
と
呼
ば

れ
る
科
学
で
あ
る
。
の
ち
の
学
者
た
ち
は
哲
学
的
課
題
と
こ
の
学
問
を
ご
ち
ゃ
混
ぜ
に
し
た
。
偉
大
な
る
サ
ア
ド
ッ

デ
ィ
ー
ン
が
『
目
的
注
釈
』（M

aqāsid

）
に
お
い
て
述
べ
て
い
る
通
り
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
り
「
多
く
の
著
述
家

が
困
難
か
ら
の
逃
避
を
得
た
」
の
で
あ
る）

6
（

。

　
単
に
教
条
の
み
な
ら
ず
実
践
に
も
関
わ
り
の
あ
る
科
学
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
イ
ス
ラ
ー
ム
法
理
学
と
法
学
で
あ
り
、

誘
発
と
抑
止
に
関
連
す
る
諸
科
学
で
あ
る
。
す
で
に
言
及
し
た
通
り
、
理
性
的
か
つ
哲
学
的
な
諸
学
問
は
、
こ
れ
ら

の
諸
科
学
に
組
み
込
ま
れ
た
。
従
っ
て
こ
れ
ら
に
も
多
少
な
り
と
も
手
を
つ
け
な
い
限
り
、
そ
れ
ら
の
方
面
で
も
熟

キャーティプ・チェレビーによる序言
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達
し
た
者
に
は
な
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
さ
て
こ
こ
で
、
人
々
の
間
で
非
常
に
一
般
的
と
な
っ
て
い
る
科
学
否
定
の
核
心
に
迫
ろ
う
。

　
イ
ス
ラ
ー
ム
の
創
始
期
に
お
い
て
教
友
た
ち
は
、
預
言
者
か
ら
受
け
取
り
か
つ
伝
え
ら
れ
た
啓
典
と
ス
ン
ナ
に
専

念
し
、
完
全
に
信
仰
の
規
則
に
基
づ
く
も
の
で
な
い
限
り
、
そ
の
他
の
科
学
の
探
求
は
認
め
な
か
っ
た
。
禁
じ
る
に

あ
た
っ
て
彼
ら
は
、
最
大
級
の
厳
格
さ
を
示
し
た
。
ウ
マ
ル
に
至
っ
て
は
カ
イ
ロ
と
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
侵
攻
時
に
、

何
千
冊
も
の
ギ
リ
シ
ャ
語
の
書
籍
を
焼
き
払
っ
た）

7
（

ほ
ど
で
あ
る
が
、
そ
う
で
も
し
な
け
れ
ば
人
々
は
神
の
書
と
、
神

の
預
言
者
の
ス
ン
ナ
の
暗
記
を
怠お
こ
たり

、
信
仰
が
し
っ
か
り
と
根
づ
か
な
い
。
第
一
の
世
代
は
公
共
の
利
益
を
、
そ
の

よ
う
に
見
て
い
た
の
で
あ
る
。
教
友
と
し
て
知
ら
れ
、
ま
た
ま
た
イ
ス
ラ
ー
ム
法
学
に
お
い
て
自
己
の
見
解
を
持
つ

者
（
ム
ジ
ュ
タ
ヒ
ド
）
で
も
あ
っ
た
第
二
、
第
三
の
世
代
は
、
受
け
継
が
れ
た
伝
承
を
成
文
化
し
た
。
彼
ら
は
イ
ス

ラ
ー
ム
法
規
範
の
根
と
枝
に
基
づ
き
、
法
的
根
拠
と
共
に
聖
な
る
法
令
を
導
き
出
し
た
。
彼
ら
は
そ
れ
を
書
き
と
め

て
明
文
化
し
た
。
イ
ス
ラ
ー
ム
諸
科
学
が
体
系
化
さ
れ
、
保
護
さ
れ
、
考
え
ら
れ
る
あ
ら
ゆ
る
腐
敗
か
ら
も
安
全
と

な
っ
た
時
、
ム
ス
リ
ム
の
長
た
ち
は
、
ま
さ
に
こ
れ
こ
そ
が
第
一
の
世
代
に
よ
る
禁
止
令
の
目
的
で
あ
っ
た
こ
と
を

理
解
し
た
の
で
あ
る
。
危
険
が
取
り
除
か
れ
た
以
上
、
こ
の
目
的
は
も
は
や
有
効
で
は
な
く
な
っ
た
。
ウ
マ
イ
ヤ
朝

や
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
時
代
に
お
い
て
は
、
物
事
の
真
実
を
知
る
た
め
の
科
学
は
ム
ス
リ
ム
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
、
と

い
う
見
方
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
彼
ら
は
古
代
の
人
々
の
書
物
を
、
ア
ラ
ビ
ア
語
に
翻
訳
し
た
の
で
あ
る
。

　
い
つ
の
時
代
に
お
い
て
も
、
も
っ
て
生
ま
れ
た
堅
実
な
判
断
力
と
実
直
な
意
識
を
持
つ
者
た
ち
が
、
そ
れ
ら
を
読

ん
だ
り
学
ん
だ
り
と
い
う
穴
に
陥
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
い
つ
の
時
代
に
お
い
て
も
、
自
ら
の
生
涯
を
哲
学
と
聖
法
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の
両
方
に
捧
げ
た
学
者
の
著
作
は
広
く
知
れ
渡
り
、
尊
敬
を
集
め
、
そ
し
て
学
ば
れ
た
。
偉
大
な
神
学
者
で
あ
り
学

者
で
あ
る
イ
マ
ー
ム
・
ガ
ザ
ー
リ
ー
、
イ
マ
ー
ム
・
フ
ァ
フ
ル
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ラ
ー
ズ
ィ
ー
、
碩せ
き

学が
く

ア
ド
ゥ
ー
ド
ゥ

ッ
デ
ィ
ー
ン
・
イ
ー
ジ
ー
と
そ
の
弟
子
た
ち
、
カ
ー
デ
ィ
ー
・
バ
イ
ダ
ー
ウ
ィ
ー
、
博
学
シ
ー
ラ
ー
ズ
ィ
ー
、
そ
れ

か
ら
ク
ト
ゥ
ブ
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ラ
ー
ズ
ィ
ー
と
サ
ア
ド
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
タ
フ
タ
ザ
ー
ニ
ー
、
そ
れ
か
ら
サ
イ
イ
ド
・

シ
ャ
リ
ー
フ
・
ジ
ュ
ル
ジ
ャ
ー
ニ
ー
と
彼
ら
の
優
れ
た
弟
子
ジ
ャ
ラ
ー
ル
・
ダ
ッ
ワ
ー
ニ
ー
、そ
し
て
彼
ら
の
弟
子
た

ち
は
学
問
と
研
究
の
高
み
に
到
達
し
、
ま
た
自
ら
を
ひ
と
つ
の
分
野
の
知
識
の
み
に
限
定
す
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た）

8
（

。

　
し
か
し
多
く
の
知
的
で
な
い
人
々
は
、
か
つ
て
一
度
だ
け
諸
科
学
の
伝
達
が
禁
止
さ
れ
た
こ
と
を
も
っ
て
岩
の
ご

と
く
不
動
と
な
り
、
凍
り
つ
い
た
よ
う
に
故
事
の
模
倣
に
と
ど
ま
っ
た
。
物
事
の
真
実
を
熟
慮
も
考
慮
も
せ
ず
、
新

た
な
科
学
を
拒
絶
し
、
否
認
し
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
ず
っ
と
無
学
の
ま
ま
、
学
問
を
修
め
た
者
を
通
り
過
ぎ
、

「
哲
学
的
諸
科
学
」
と
呼
ん
で
こ
れ
ら
を
軽
ん
じ
る
こ
と
を
好
み
、
そ
れ
で
い
て
地
上
に
つ
い
て
も
天
上
に
つ
い
て

も
何
ひ
と
つ
知
ら
な
い
。「
彼
ら
は
天
地
の
王
国
に
注
目
し
、
神
が
造
り
た
も
う
た
も
の
を
見
た
こ
と
が
な
い
の
か

（
ク
ル
ア
ー
ン
七
章
一
八
五
節
）」
と
い
う
警
句
も
、
彼
ら
に
は
何
の
印
象
も
与
え
な
い
。
彼
ら
は
地
上
の
世
界
や
天

空
を
「
見
る
」
と
い
う
こ
と
を
、
牛
か
何
か
が
外
を
じ
っ
と
見
て
い
る
の
と
同
じ
こ
と
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
で

あ
る
。

　
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
最
初
期
か
ら
、
今
は
楽
園
に
住
ま
う
故
ス
ル
タ
ン
・
ス
レ
イ
マ
ン）

9
（

の
時
代
に
い
た
る
ま
で
、
聖

法
の
諸
科
学
と
哲
学
の
そ
れ
と
を
融
合
さ
せ
た
学
者
は
高
い
名
声
を
勝
ち
得
た
も
の
で
あ
る
。

　
か
の
征
服
王
ス
ル
タ
ン
・
メ
フ
メ
ト）

10
（

は
サ
フ
ヌ
・
セ
マ
ン
・
メ
ド
レ
セ
学
院
を
建
立
し
、
彼
の
ワ
ク
フ
（
寄
進

キャーティプ・チェレビーによる序言
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地
）
に
は
こ
の
よ
う
に
記
し
た
。「
カ
ー
ヌ
ー
ン
（
法
）
に
従
い
、
な
す
べ
き
仕
事
を
な
せ
」。
そ
れ
か
ら
『
信
仰
の

純
性
化
』（
ナ
ス
ィ
ー
ル
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ト
ゥ
ー
ス
ィ
ー
の
著
作
）
の
解
釈
書
と
『
見
解
注
釈
』（
イ
ー
ジ
ー
の
著

作
）
の
講
義
を
行
な
う
よ
う
命
じ
た
が
、
後
の
世
代
は
そ
れ
ら
の
講
義
を
「
哲
学
的
」
と
の
理
由
で
中
止
し
て
し
ま

い
、
彼
ら
が
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
る
『
導
き
』（H

idāya

）
と
『
完
全
詳
細
』（Akm

al

）
の
講
義
を
行
な
う
よ

う
に
な
っ
た）

11
（

。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
禁
止
令
は
全
く
合
理
的
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
哲
学
も
『
導
き
』
も
共
倒
れ
と

な
り
、
何
ひ
と
つ
残
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
ル
ー
ム
（
ア
ナ
ト
リ
ア
）
の
学
問
市
場
は
す
っ
か
り
冷
え

込
ん
で
し
ま
い
、
学
者
た
ち
の
ほ
と
ん
ど
が
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
。
す
る
と
少
し
ば
か
り
遠
方
の
、
ク
ル
ド
の
土

地
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
「
カ
ー
ヌ
ー
ン
に
従
い
」
な
す
べ
き
仕
事
を
な
し
て
い
た
学
者
た
ち
が
、
ル
ー
ム
に
上
洛
し

て
一
大
旋
風
を
巻
き
起
こ
し
た
。
彼
ら
を
見
て
、
一
部
の
有
能
な
者
た
ち
が
哲
学
の
徒
と
な
っ
た
。
一い
ち

学が
く

徒と

と
し
て
、

こ
の
さ
さ
や
か
な
書
の
慎
ま
し
き
著
者
た
る
私
も
、
物
事
の
真
実
に
関
す
る
知
識
の
獲
得
に
あ
た
っ
て
は
、
議
論
と

勉
学
の
間
に
も
、
か
つ
て
プ
ラ
ト
ン
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
鼓
舞
さ
れ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
才
知
あ
る
人
々
に
励
ま
さ
れ

て
き
た
。

　
本
書
に
お
い
て
私
は
、
す
べ
て
の
人
々
に
対
す
る
助
言
と
勧
告
と
し
て
、
い
く
つ
か
の
主
題
に
言
及
し
て
述
べ
て

い
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
到
達
し
た
先
に
た
と
え
ど
の
よ
う
な
絶
対
的
知
識
が
待
ち
構
え
て
い
よ
う
と
も
、
そ
れ
を
得

る
た
め
な
ら
ば
可
能
な
限
り
の
努
力
が
払
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
必
要
性
は
、
何
が
し
か
の
折

り
に
で
も
確
実
に
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
学
ぶ
こ
と
に
は
何
の
害
も
な
い
。
人
々
に
そ
れ
を
、
非
難
さ
せ
た
り
否
認

さ
せ
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
そ
れ
は
、
学
ぶ
こ
と
か
ら
の
離
反
と
剝
奪
に
至
る
か
ら
で
あ
る
。
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第
一
の
話
題
。
幾
何
学
者
の
ム
フ
テ
ィ
ー
（
法
学
裁
定
者
）
と
、
そ
う
で
は
な
い
ム
フ
テ
ィ
ー
の
フ
ァ
ト
ワ
ー

（
法
学
裁
定
）
に
つ
い
て
。
長
さ
、
幅
、
深
さ
四
キ
ュ
ビ
ッ
ト
〔
一
キ
ュ
ビ
ッ
ト
＝
五
十
セ
ン
チ
弱
〕
の
井
戸
を
掘

る
の
に
、
あ
る
男
が
別
の
男
を
八
ア
ク
チ
ェ
銀
貨
で
雇
っ
た
。
男
は
長
さ
、
幅
、
深
さ
二
キ
ュ
ビ
ッ
ト
の
井
戸
を
掘

り
四
ア
ク
チ
ェ
銀
貨
を
要
求
し
た
。
彼
ら
は
フ
ァ
ト
ワ
ー
を
申
請
し
た
。
数
学
を
知
る
ム
フ
テ
ィ
ー
は
以
下
の
フ
ァ

ト
ワ
ー
を
返
し
た
。「
与
え
ら
れ
る
べ
き
支
払
い
は
一
ア
ク
チ
ェ
銀
貨
で
あ
る
」。
そ
し
て
こ
れ
は
正
し
い
。
何
故
な

ら
一
辺
が
二
キ
ュ
ビ
ッ
ト
の
井
戸
は
、
最
初
に
注
文
さ
れ
た
井
戸
の
八
分
の
一
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
第
二
の
話
題
。
幾
何
学
者
の
カ
ー
デ
ィ
ー
（
裁
判
官
）
と
、
幾
何
学
を
知
ら
な
い
カ
ー
デ
ィ
ー
の
判
断
。
あ
る
男

が
一
辺
百
キ
ュ
ビ
ッ
ト
の
土
地
を
売
っ
た
。
だ
が
引
き
渡
す
際
に
は
代
わ
り
に
一
辺
五
十
キ
ュ
ビ
ッ
ト
の
土
地
を
二

つ
与
え
た
。
互
い
に
口
論
と
な
っ
た
た
め
、
彼
ら
は
幾
何
学
を
知
ら
な
い
カ
ー
デ
ィ
ー
の
許も
と

へ
行
っ
た
。
彼
の
評
決

は
以
下
の
通
り
で
あ
っ
た
。「
与
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
は
与
え
ら
れ
て
い
る
」。
そ
の
後
、
幾
何
学
者
の
カ
ー
デ
ィ
ー

を
見
つ
け
た
の
で
彼
の
評
決
を
伺
っ
た
。「
そ
れ
は
与
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
の
半
分
で
あ
る
」。
そ
し
て
こ
れ
は
正
し

い
。
誰
で
あ
れ
、
こ
れ
に
関
す
る
原
則
を
学
び
た
い
と
思
う
者
に
お
す
す
め
の
学
問
は
数
学
で
あ
る
。

　
第
三
の
話
題
。
賢
者
バ
イ
ダ
ー
ウ
ィ
ー
は
、
ク
ル
ア
ー
ン
の
章
句
「
そ
し
て
、
月
も
あ
る
。
わ
れ
ら
は
（
月
に
）

数
々
の
宿
を
定
め
た
（
ク
ル
ア
ー
ン
三
六
章
三
九
節
）」
に
つ
い
て
の
解
説
の
中
で
、
月
の
二
十
八
の
宿し
ゅ
くに
つ
い
て

キャーティプ・チェレビーによる序言
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説
明
し
た
後
に
「
毎
晩
、
月
は
そ
の
う
ち
の
ど
れ
か
ひ
と
つ
を
宿
と
し
て
滞
在
す
る
。
ど
れ
か
を
外
し
た
り
、
短
め

に
切
り
上
げ
た
り
は
し
な
い
」
と
記
し
て
い
る
。
も
し
も
月
が
す
べ
て
の
宿
に
、
同
じ
時
刻
に
到
着
す
る
の
で
あ
れ

ば
こ
れ
は
正
し
い
。
し
か
し
実
際
は
そ
う
で
は
な
い
。
時
と
し
て
、
月
は
深
夜
に
ひ
と
つ
の
宿
か
ら
次
の
宿
へ
と
移

動
す
る
。
全
て
の
宿
に
は
約
十
三
度
ず
つ
一
定
の
間
隔
が
あ
る
。
だ
が
月
は
毎
晩
、
あ
る
夜
は
十
一
度
、
ま
た
あ
る

夜
は
十
五
度
と
い
っ
た
具
合
に
移
動
す
る
の
で
あ
る
。
誰
で
あ
れ
、
こ
れ
に
関
す
る
原
則
を
学
び
た
い
と
思
う
者
に

お
す
す
め
の
学
問
は
占
星
術
と
天
文
学
で
あ
る
。

　
こ
れ
と
は
別
に
、「
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
の
城
壁
」
問
題
、
と
い
う
の
が
あ
る
。
バ
イ
ダ
ー
ウ
ィ
ー
の
「
ふ
た
つ
の

障
壁
の
間
（
ク
ル
ア
ー
ン
一
八
章
九
三
節
）」
の
解
説
で
は
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
タ
ブ
リ
ー
ズ
地
方
の
ア
ル
メ
ニ
ア

と
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
の
間
に
位
置
す
る
山
脈
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
事
実
に
則
し
て
い
な
い
。
誰
で
あ

れ
、
こ
れ
を
確
か
め
る
知
識
を
得
た
い
と
思
う
者
に
お
す
す
め
の
学
問
は
地
理
の
科
学
で
あ
る
。

　
第
四
の
話
題
。
数
学
の
勉
強
に
い
そ
し
ん
で
い
た
頃
、
私
の
心
に
三
つ
の
質
問
が
浮
か
ん
だ
。
こ
れ
は
法
に
関
わ

る
問
題
で
あ
る
と
考
え
た
私
は
、
当
時
の
シ
ェ
イ
ヒ
ュ
ル
・
イ
ス
ラ
ー
ム
で
あ
る
バ
ハ
ー
イ
ー
・
エ
フ
ェ
ン
デ
ィ）

12
（

に

フ
ァ
ト
ワ
ー
を
求
め
た
。
回
答
は
な
か
っ
た
。
私
が
こ
の
問
題
の
解
説
を
含
む
小
論
を
執
筆
し
た
後
に
な
っ
て
、
彼

は
よ
う
や
く
三
つ
の
う
ち
ひ
と
つ
に
つ
い
て
回
答
を
寄
越
し
て
き
た
。
そ
れ
は
シ
ェ
イ
ヒ
ュ
ル
・
イ
ス
ラ
ー
ム
自
身

が
手
書
き
し
、
上
長
で
あ
る
シ
ェ
イ
フ
ザ
ー
デ
・
エ
フ
ェ
ン
デ
ィ
に
提
出
さ
れ
、
公
的
な
審
理
を
経
て
フ
ァ
ト
ワ
ー

と
し
て
発
令
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
一
読
し
て
、
狂
気
の
沙
汰
と
言
う
も
す
さ
ま
じ
い
し
ろ
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
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で
私
は
一
字
一
句
を
正
確
に
書
き
起
こ
し
て
「
解
説
の
訂
正
」
と
い
う
見
出
し
を
つ
け
、
小
論
に
追
加
し
て
や
る
こ

と
に
し
た
。
望
む
者
あ
れ
ば
拙
著
を
手
に
取
ら
れ
た
い
。
質
問
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

（
1
）
西
に
太
陽
が
昇
る
こ
と
と
、
天
文
学
の
規
則
と
の
間
に
一
致
の
見
込
み
は
あ
る
か）

13
（

。

（
2
）
六
ヵ
月
の
昼
と
六
ヵ
月
の
夜
が
あ
る
土
地
で
は
、
人
は
い
か
に
し
て
日
に
五
回
の
礼
拝
と
断
食
を
行
な
え
る

か
。

（
3
）
四
方
向
の
い
ず
れ
も
が
キ
ブ
ラ
で
あ
る
場
所
が
、
マ
ッ
カ
の
他
に
存
在
す
る
か）

14
（

。

　
思
索
の
道
に
お
い
て
、
憶
測
と
不
確
実
性
に
ま
み
れ
て
誤
り
に
導
か
れ
た
ロ
バ
と
し
て
終
わ
り
を
迎
え
な
い
た
め

に
も
、
能
力
を
与
え
ら
れ
た
人
間
と
し
て
抽
象
的
思
考
を
み
が
き
、
数
学
を
理
解
す
る
た
め
の
で
き
る
限
り
の
努
力

を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
お
分
か
り
頂
け
る
は
ず
で
あ
る
。

　
注
意
。
以
下
、
事
実
を
述
べ
て
お
く
。
ど
の
よ
う
な
話
題
で
あ
れ
、
議
論
や
意
見
の
相
違
が
一
度
で
も
人
々
の
間

に
起
こ
れ
ば
、
た
と
え
そ
の
後
に
合
意
に
達
し
た
と
し
て
も
、
起
こ
っ
た
議
論
と
意
見
の
相
違
は
二
度
と
消
し
去
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
戦
士
が
一
人
の
力
で
も
っ
て
、
一
方
の
側
を
沈
黙
さ
せ
て
征
服
し
た
と
し
て
も
、
沈
黙
は
長
く

は
続
か
な
い
。
逃
亡
し
、
自
分
た
ち
の
道
の
方
へ
逃
れ
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
さ
て
本
書
の
目
的
は
仮
説
の
立
て

方
、
議
論
の
進
め
方
の
実
際
を
示
し
、
能
力
の
あ
る
人
に
は
試
問
を
提
供
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
他
に
つ
い
て
は
、

「
大
衆
は
ロ
バ
で
あ
る
」。
誰
が
彼
ら
の
議
論
だ
の
口
論
だ
の
を
気
に
か
け
る
だ
ろ
う
か
。

　
ア
ダ
ム
の
時
代
以
来
、
人
類
は
分
裂
し
て
き
た
、
と
い
う
点
も
認
知
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
分
派
に
は

キャーティプ・チェレビーによる序言
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彼
ら
な
り
の
考
え
や
方
法
が
あ
り
、
他
の
分
派
か
ら
す
れ
ば
そ
れ
は
敵
対
的
に
見
え
る
こ
と
も
あ
る
。「
す
べ
て
の

党
派
は
自
ら
を
こ
と
ほ
ぐ
（
ク
ル
ア
ー
ン
二
三
章
五
三
節
）」
と
、
全
能
の
神
が
告
げ
た
通
り
で
あ
る
。
誰
も
が
自

分
の
や
り
方
を
好こ
の

む
。
他
の
ど
れ
よ
り
も
、
自
分
た
ち
の
や
り
方
の
方
を
好
む
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
は
言
っ
て

も
、
中
に
は
知
的
な
者
も
い
る
。
こ
れ
ら
の
相
違
の
隠
れ
た
目
的
に
つ
い
て
彼
ら
は
沈
思
黙
考
し
、
や
が
て
そ
こ
に

多
く
の
利
点
が
潜
ん
で
い
た
こ
と
を
見
い
だ
す
。
そ
う
な
れ
ば
彼
ら
は
、
他
の
誰
か
の
信
条
や
方
法
に
干
渉
し
た
り
、

攻
撃
し
た
り
す
る
こ
と
も
な
く
な
る
。
自
分
の
宗
教
に
照
ら
し
て
、
そ
れ
が
間
違
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
な
ら
、

自
分
が
そ
れ
に
手
を
染
め
な
け
れ
ば
良
い
。
彼
ら
は
黙
っ
て
心
の
中
で
否
認
し
、
そ
れ
で
満
足
す
る
だ
ろ
う
。
そ
れ

以
外
の
人
々
は
、
た
わ
言
を
ま
き
散
ら
す
馬
鹿
ど
も
で
あ
る
。
彼
ら
は
相
違
の
隠
れ
た
目
的
、
あ
る
い
は
英
知
を
理

解
せ
ず
、
す
べ
て
の
人
間
が
ひ
と
つ
の
信
条
と
行
動
規
範
を
共
有
す
る
べ
き
だ
と
い
う
不
合
理
な
概
念
に
し
が
み
つ

い
て
い
る
。
宗
教
の
問
題
に
つ
い
て
の
い
わ
れ
な
き
論
戦
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
干
渉
と
攻
撃
の
罠

に
落
ち
た
者
た
ち
は
、
も
の
ご
と
を
荒
立
て
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
何
ご
と
も
な
か
っ
た
よ
う
に
は
な

ら
な
い
。
彼
ら
は
自
分
で
自
分
の
首
を
絞
め
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

　
さ
て
、
真
理
を
見
定
め
ん
と
す
る
曇く
も

り
な
き
眼
の
持
ち
主
よ
、
人
間
に
と
り
必
要
不
可
欠
で
あ
る
文
明
と
社
会
の

目
的
そ
れ
自
体
が
、
様
々
な
階
層
の
人
間
ど
う
し
の
相
違
へ
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
地
域
の
国
家

や
状
態
を
知
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
都
市
の
人
々
の
あ
ら
ゆ
る
階
層
に
お
け
る
習
慣
と
流
儀
を
知
っ
た
な
ら
ば

そ
の
後
は
、
地
上
に
お
け
る
居
住
可
能
な
地
域
と
そ
の
住
民
た
ち
に
つ
い
て
、
ま
た
彼
ら
の
状
態
に
つ
い
て
概
略
を

知
る
努
力
を
す
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
の
ち
に
、
文
明
の
隠
れ
た
目
的
が
徐
々
に
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。
あ
る
種
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の
議
論
や
論
争
に
明
け
暮
れ
る
者
た
ち
が
、
蜘
蛛
の
巣
に
捕
え
ら
れ
た
蠅
と
同
じ
く
ら
い
弱
く
無
能
で
無
力
で
あ
る

こ
と
が
、
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

注（
1
）　「
見
え
隠
れ
に
出
没
し
て
さ
さ
や
く
者
」
と
は
悪
魔
を
指
す
。
こ
の
フ
レ
ー
ズ
は
ク
ル
ア
ー
ン
一
一
四
章
か
ら
の
引
用
で
あ

る
。「
言
え
、『
私
は
お
加
護
を
求
め
る
、
人
間
の
主
に
、
人
間
の
王
、
人
間
の
神
に
、
見
え
隠
れ
に
出
没
し
て
さ
さ
や
く
者

の
悪
か
ら
の
が
れ
て
。
人
間
の
心
に
さ
さ
や
く
者
、
ジ
ン
で
も
人
間
で
も
』」

（
2
）　
こ
う
し
た
科
学
の
三
層
の
区
分
に
つ
い
て
は
、
フ
ワ
ー
リ
ズ
ミ
ー
著M

afātīh al-‛U
lūm

（A
.D

.980

頃
、G

. van V
loten, 

Leyden

編
纂
、1895

）p.132

と
も
比
較
せ
よ
。「
純
理
論
的
な
科
学
は
、
三
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ
る
。
一
つ
は
実
体
と
物

質
を
所
有
す
る
も
の
に
つ
い
て
調
べ
る
科
学
で
あ
り
、
こ
れ
は
『
自
然
科
学
』
と
呼
ば
れ
る
。
も
う
一
つ
は
実
体
と
物
質
の

埒
外
に
あ
る
も
の
に
つ
い
て
調
べ
る
科
学
で
あ
り
、
こ
れ
は
『
神
学
』、
ま
た
は
ギ
リ
シ
ャ
語
で
『
テ
オ
ロ
ギ
ア
』
と
呼
ば
れ

る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
物
質
を
所
有
す
る
も
の
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
物
質
そ
れ
自
体
に
存
在
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち

計
測
、
形
態
、
動
作
、
等
々
な
ど
を
調
べ
る
科
学
で
、
こ
れ
は
『
数
学
』
と
呼
ば
れ
る
」

（
3
）　
ア
リ
ー
・
イ
ブ
ン
・
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ア
ル
＝

ジ
ュ
ル
ジ
ャ
ー
ニ
ー
（
一
三
三
九
―
一
四
一
三
）
は
、
と
り
わ
け
文
法
、
論

理
学
、
そ
し
てkalām

（
次
項
参
照
）
の
分
野
で
著
名
な
執
筆
家
。
イ
ー
ジ
ー
に
よ
る
『
見
解
注
釈
』（M

aw
āqif

）
へ
の
注

釈
が
良
く
知
ら
れ
て
い
る
（
注
8
参
照
）。
サ
イ
イ
ド
（Sayyid

）、
シ
ャ
リ
ー
フ
（Sharif

）
と
い
っ
た
彼
に
対
す
る
敬
称
は
、

そ
の
祖
先
が
ハ
サ
ン
、
フ
セ
イ
ン
を
含
む
預
言
者
の
子
孫
で
あ
る
こ
と
を
尊
崇
を
も
っ
て
示
す
も
の
で
あ
る
。

（
4
）　
ご
く
ふ
つ
う
の
ム
ス
リ
ム
に
と
り
、falsafa

す
な
わ
ち
「
哲
学
」
は
自
由
思
想
を
連
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
、
ム
ス
リ
ム
が
構
築
し
た
「
解
答
」
がkalām

す
な
わ
ち
「
神
学
」
で
あ
り
、
そ
の
専
門
家
はm

utakallim

と
呼
ば
れ
る
。

（
5
）	　
科
学
の
分
類
に
つ
い
て
は
、J. H

eyw
orth-D

unne, An Introduction to the H
istory of Education in M

odern Egypt
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（Luzac, 1938

）, pp. 41	

―2, 78	

参
照
。

（
6
）　
サ
ア
ド
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
マ
ス
ー
ド
・
イ
ブ
ン
・
ウ
マ
ル
・
ア
ル
＝

タ
フ
タ
ザ
ー
ニ
ー
（
一
三
二
二
―
八
九
年
）
は
法
学
、

伝
承
、
文
法
、
論
理
学
、
そ
し
てkalām

に
関
す
る
著
作
を
執
筆
し
た
。kalām

の
指
南
書
で
あ
る
自
著M

aqāsid
の
注
釈
も

自
ら
執
筆
し
て
い
る
。

（
7
）　
西
暦
六
四
六
年
、
ウ
マ
ル
が
カ
リ
フ
位
に
あ
っ
た
時
代
に
な
っ
て
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
は
よ
う
や
く
征
服
さ
れ
た
。
焚
書

云
々
は
後
代
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
本
書
の
著
者
が
注
釈
な
し
に
そ
の
ま
ま
引
い
て
い
る
の
は
意
外
な
こ
と

で
は
あ
る
。

（
8
）　
最
も
偉
大
な
ム
ス
リ
ム
神
学
者
で
あ
り
、
正
統
派
言
説
の
範
疇
に
ス
ー
フ
ィ
ー
た
ち
の
神
秘
経
験
を
組
み
込
ん
だ
ガ
ザ
ー

リ
ー
（
一
〇
五
九
―
一
一
一
一
年
）
に
つ
い
て
は
、
彼
の
著
作
『
宗
教
諸
学
の
再
興
』（Ihyā’ ‛ulūm

 al-dīn

）
の
概
略
を
分

析
し
た
A	

・
J	

・
ア
ー
ベ
リ
ー
著Sufism

（Ethical and R
eligious C

lassics of East and W
est, 1950

）
の
、
特
にpp. 79	

―

83	

を
参
照
。
包
括
的
な
分
析
で
あ
れ
ば
、
G	

・
H	

・
ブ
ー
ケ
著Ih’yā‛O

uloûm
 ed-D

în: Analyse et index

（Paris, 1955

）

参
照
。

	

　
フ
ァ
フ
ル
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ム
ハ
ン
マ
ド
・
イ
ブ
ン
・
ウ
マ
ル
・
ア
ル
＝

ラ
ー
ズ
ィ
ー
（
一
一
四
九
―
一
二
〇
九
年
）
は
著

名
な
ク
ル
ア
ー
ン
解
釈
書
の
著
者
で
あ
り
、
神
秘
主
義
とkalām

に
関
す
る
多
数
の
著
作
を
遺
し
た
。

	

　
ア
ド
ゥ
ー
ド
ゥ
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ア
ブ
ド
ゥ
ル
＝

ラ
フ
マ
ー
ン
・
イ
ブ
ン
・
ア
フ
マ
ド
（
一
三
五
五
年
没
）
は
、kalām

に

関
す
る
書M

aw
āqif

の
著
者
。

	

　
シ
ー
ラ
ー
ズ
の
ナ
ス
ィ
ー
ル
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ア
ブ
ー
・
サ
イ
イ
ド
・
ア
ブ
ド
ゥ
ッ
ラ
ー
・
イ
ブ
ン
・
ウ
マ
ル
・
ア
ル
＝

バ

イ
ダ
ー
ウ
ィ
ー
（
一
二
八
六
年
没
？
）
は
、
最
も
有
名
な
ク
ル
ア
ー
ン
解
釈
書Anw

ār al-tanzīr

の
著
者
で
あ
り
、
文
法
、

法
学
、
神
学
（kalām

）
に
関
す
る
著
作
で
も
知
ら
れ
て
い
る
。

	

　
ク
ト
ゥ
ブ
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
マ
フ
ム
ー
ド
・
イ
ブ
ン
・
マ
ス
ー
ド
・
ア
ル
＝

シ
ー
ラ
ー
ズ
ィ
ー
（
一
二
三
六
―
一
三
一
一
年
）

は
医
者
、
天
文
学
者
、
哲
学
者
で
あ
り
、
伝
承
の
収
集
家
で
も
あ
っ
た
。
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ク
ト
ゥ
ブ
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ム
ハ
ン
マ
ド
・
イ
ブ
ン
・
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ア
ル
＝

ラ
ー
ズ
ィ
ー
・
ア
ル
＝

タ
フ
タ
ー
ニ
ー
（
一

二
九
五
―
一
三
六
四
年
）
は
、
未
完
と
な
っ
た
ク
ル
ア
ー
ン
解
釈
書
の
他
にkalām

、
法
学
、
論
理
学
に
関
す
る
複
数
の
著

作
を
執
筆
し
た
。

	

　
ジ
ャ
ラ
ー
ル
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ム
ハ
ン
マ
ド
・
イ
ブ
ン
・
ア
ス
ア
ド
・
ア
ル
＝

ダ
ッ
ワ
ー
ニ
ー
・
ア
ル
＝

ス
ィ
ッ
デ
ィ
ー
キ

ー
（
一
四
二
七
―
一
五
〇
一
年
）
は
、
フ
ァ
ー
ル
ス
の
カ
ー
デ
ィ
ー
を
務
め
た
人
物
で
、
教
義
学
、
神
秘
主
義
、
そ
し
て
哲

学
に
関
す
る
著
作
を
遺
し
て
い
る
。

（
9
）　
ス
ル
タ
ン
・
ス
レ
イ
マ
ン
・
カ
ー
ヌ
ー
ニ
ー
、
ス
レ
イ
マ
ン
一
世
。
法
典
（qanun

）
を
整
備
し
た
こ
と
か
ら
「
カ
ー
ヌ
ー

ニ
ー
（
立
法
者
）」、
ま
た
英
語
圏
で
は
「
壮
麗
者
ソ
リ
マ
ン
」
と
も
呼
ば
れ
る
。
在
位
一
五
二
〇
―
三
三
年
。

（
10
）　
ス
ル
タ
ン
・
メ
フ
メ
ト
二
世
（
在
位
一
四
五
一
―
八
一
年
）。
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ポ
リ
の
征
服
者
で
あ
り
、
自
ら
の
モ
ス

ク
敷
地
内
にM

edāris-i Sem
āniye

（
八
つ
の
学
舎
）
を
設
立
し
て
こ
れ
を
後
援
し
、
そ
の
運
営
に
関
す
る
規
則
（qanun

）

を
制
定
し
た
。
ま
た
寄
進
地
（w

aqfiya

）
と
は
、
ワ
ク
フ
（w

aqf

）
と
呼
ば
れ
る
宗
教
目
的
で
の
永
久
的
寄
贈
、
寄
進
を
確

証
す
る
文
書
を
指
す
。

	

　『
信
仰
の
純
正
化
』（Tajrīd al-kalām

）
は
、
シ
ー
ア
派
の
政
治
家
で
哲
学
者
、
数
学
者
、
天
文
学
者
、
ナ
ス
ィ
ー
ル
ッ
デ

ィ
ー
ン
・
ム
ハ
ン
マ
ド
・
イ
ブ
ン
・
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ア
ル
＝

ト
ゥ
ー
ス
ィ
ー
（
一
二
〇
一
―
七
四
年
）
に
よ
る
著
名
な
教
理

書
。
バ
グ
ダ
ー
ド
の
モ
ン
ゴ
ル
征
服
者
フ
ラ
グ
は
、
彼
の
た
め
に
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
の
マ
ラ
ガ
に
天
文
台
を
建
立
し
た
。

彼
の
著
書Tajrīd

に
関
し
て
は
、
数
多
く
の
解
説
が
書
か
れ
た
。
こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
「Tajrīd

の
解
釈
書
」
と
は
、

M
aw

āqif

の
注
釈
書
と
同
様
、
ジ
ュ
ル
ジ
ャ
ー
ニ
ー
の
そ
れ
を
指
し
て
い
る
。

（
11
）　『
導
き
』（H

idāya

）
と
は
、
フ
ェ
ル
ガ
ー
ナ
出
身
の
ブ
ル
ハ
ー
ヌ
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ア
リ
ー
・
イ
ブ
ン
・
ア
ビ
ー
・
バ
ク

ル
・
ア
ル
＝

マ
ル
ギ
ー
ナ
ー
ニ
ー
（
一
一
九
七
年
没
）
に
よ
る
ハ
ナ
フ
ィ
ー
学
派
の
標
準
的
な
指
南
書
で
あ
る
。
ま
た
『
完

全
詳
細
』（Akm

al al-atw
al

）
と
は
、
サ
マ
ル
カ
ン
ド
出
身
の
ナ
ジ
ュ
ム
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ウ
マ
ル
・
イ
ブ
ン
・
ム
ハ
ン
マ
ド
・

ア
ル
＝

ナ
サ
フ
ィ
ー
（
一
〇
六
九
―
一
一
四
二
年
）
に
よ
る
ク
ル
ア
ー
ン
注
釈
書
。

キャーティプ・チェレビーによる序言
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（
12
）　
バ
ハ
ー
イ
ー
・
メ
フ
メ
ド
・
エ
フ
ェ
ン
デ
ィ
（
一
〇
〇
四
年
／
一
五
九
五
―
六
年
生
）
は
、
一
六
四
九
―
五
一
年
に
シ
ェ

イ
ヒ
ュ
ル
・
イ
ス
ラ
ー
ム
を
勤
め
、
そ
の
後
一
六
五
二
年
か
ら
一
六
五
四
年
に
死
没
す
る
ま
で
再
び
同
職
を
勤
め
た
人
物
。

（
13
）　
西
方
か
ら
の
日
の
出
は
、「
時
」、
す
な
わ
ち
審
判
の
日
の
前
兆
で
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。A

. J. W
ensinck, The 

M
uslim

 C
reed （C

am
bridge, 1932

）, p. 197

参
照
。「
…
…
太
陽
の
、
そ
れ
が
沈
む
方
角
か
ら
の
上
昇
は
…
…
そ
の
他
の
終
末

論
と
同
様
、
正
統
派
の
伝
承
に
お
い
て
も
（
審
判
の
日
に
）
現
実
と
し
て
生
起
す
る
兆
候
と
さ
れ
る
」（Fiqh akbar

二
巻
、

二
十
九
章
の
一
部
。
本
書
第
八
章
の
注
6
を
参
照
。）

（
14
）　
キ
ブ
ラ
（qibra

）
と
は
ム
ス
リ
ム
が
礼
拝
の
際
に
向
か
う
方
向
で
あ
り
、
マ
ッ
カ
神
殿
の
カ
ア
バ
の
方
角
を
指
し
て
い
る
。


