
①
後
藤
絵
美
『
神
の
た
め
に
ま
と
う
ヴ
ェ
ー
ル
』
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
四
年

②
小
杉
泰
『
現
代
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
論
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年

③
中
田
考
『
カ
リ
フ
制
再
興
』
書
肆
心
水
、
二
〇
一
五
年

④
松
山
洋
平
『
イ
ス
ラ
ー
ム
神
学
』
作
品
社
、
二
〇
一
六
年

⑤
宮
田
律
『
石
油
・
武
器
・
麻
薬 

中
東
紛
争
の
正
体
』
講
談
社
、
二
〇
一
五
年

　
「
イ
ス
ラ
ー
ム
に
つ
い
て
知
り
た
い
」「
中
東
の
国
に
興
味
が
あ
る
」
と
い
う
声
が

ま
す
ま
す
聞
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
だ
、
そ
の
な
か
に
は
、「
ム
ス
リ
ム
は
な
ぜ

戦
争
ば
か
り
し
て
い
る
の
か
、
て
っ
と
り
ば
や
く
教
え
て
ほ
し
い
」「
と
に
か
く
ジ

ハ
ー
ド
（
正
戦
）
の
意
味
を
知
り
た
い
」
と
言
う
人
も
多
い
。

　

し
か
し
、
短
絡
的
な
説
明
を
早
急
に
要
求
す
る
こ
う
し
た
問
い
の
立
て
方
―
言

い
か
え
れ
ば
、
ム
ス
リ
ム
に
よ
っ
て
戦
わ
れ
る
戦
争
の
原
因
を
イ
ス
ラ
ー
ム
の
宗
教

的
教
説
に
の
み
求
め
よ
う
と
す
る
考
え
方
―
は
、
他
者
を
理
解
す
る
た
め
の
態
度

と
し
て
は
十
分
に
礼
儀
を
わ
き
ま
え
た
も
の
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
い
か
な
る
物

事
を
理
解
す
る
と
き
も
、
そ
の
た
め
の
予
備
知
識
が
必
要
で
あ
る
。
四
則
計
算
も
知

ら
な
い
ま
ま
、
微
分
・
積
分
を
学
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
、
ム
ス
リ
ム
（
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
）、
中
東
、
ア
ラ
ブ
、
テ
ロ
リ
ズ

ム
、
ヴ
ェ
ー
ル
、
ジ
ハ
ー
ド
…
…
。
こ
う
し
た
名
詞
は
、
と
き
に
十
把
ひ
と
か
ら
げ

に
、
と
き
に
恣
意
的
な
か
た
ち
で
都
合
よ
く
切
り
取
ら
れ
、
不
正
確
な
理
解
に
も
と

づ
き
、
イ
メ
ー
ジ
の
先
行
す
る
ま
ま
に
語
ら
れ
て
い
る
。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
理
解
の
必
要
性
が
叫
ば
れ
る
今
こ
そ
、
中
東
や
イ
ス
ラ
ー
ム
を
め
ぐ

る
諸
問
題
を
根
本
か
ら
考
え
な
お
す
た
め
に
、
腰
を
据
え
た
読
書
が
必
要
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
は
、
Ｉ
Ｓ
（
イ
ス
ラ
ー
ム
国
）
問
題
や
、「
テ
ロ
」
の
問
題
に
話
題
を
し
ぼ

ら
ず
に
、
現
代
の
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
に
か
か
わ
る
諸
問
題
を
考
え
る
う
え
で
前
提
と

な
る
知
識
を
提
供
し
て
く
れ
る
本
、
あ
る
い
は
、
そ
う
し
た
問
題
を
別
の
視
角
か
ら

捉
え
直
す
き
っ
か
け
と
な
る
よ
う
な
本
を
、
五
冊
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

①
後
藤
絵
美
著
『
神
の
た
め
に
ま
と
う
ヴ
ェ
ー
ル
』
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
四
年

　

こ
ん
に
ち
の
欧
米
文
化
圏
に
お
い
て
は
、ム
ス
リ
ム
と
い
う
他
者
と
の
共
生
と
対
話

が
喫
緊
の
社
会
的
課
題
で
あ
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
て
い
る
。
ム
ス
リ
ム
に
よ
る
「
テ

ロ
」
事
件
や
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
増
加
す
る
ム
ス
リ
ム
に
た
い
す
る
ヘ
イ
ト
ク
ラ

イ
ム
、
そ
し
て
排
外
主
義
の
高
ま
り
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
で
社
会
問
題
と
な
っ
て

い
る
。

松
山 

洋
平

現
代
中
東
・
イ
ス
ラ
ー
ム
の
諸
問
題
を

考
え
な
お
す
た
め
の
五
冊

世
界
を
も
っ
と
知
る
た
め
に

テ
ー
マ
書
評
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テーマ書評

　

ム
ス
リ
ム
に
よ
る
「
テ
ロ
」
事
件
は
日
本
に
お
い
て
も
逐
一
報
道
さ
れ
て
お
り
、

二
〇
一
五
年
の
Ｉ
Ｓ
に
よ
る
米
国
人
や
邦
人
の
殺
害
以
降
、
中
東
情
勢
の
み
な
ら
ず
、

そ
の
地
域
の
支
配
的
な
宗
教
で
あ
る
イ
ス
ラ
ー
ム
へ
の
関
心
は
高
ま
り
つ
つ
あ
る
。

　

た
だ
し
、
注
意
が
必
要
な
の
は
、
ム
ス
リ
ム
と
の
共
生
の
課
題
は
、
欧
米
諸
国
と
、

欧
米
諸
国
か
ら
遠
く
離
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
ム
ス
リ
ム
諸
国
」
と
の
あ
い
だ
で
、
外
交

と
い
う
手
段
で
の
み
取
り
組
ま
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
二
十

一
世
紀
現
在
、
地
球
上
の
全
ム
ス
リ
ム
の
う
ち
の
五
分
の
一
か
ら
四
分
の
一
前
後
は
、

ム
ス
リ
ム
が
多
数
派
を
占
め
る
い
わ
ゆ
る
イ
ス
ラ
ー
ム
諸
国
で
は
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
や
ア
メ
リ
カ
を
ふ
く
む
非
イ
ス
ラ
ー
ム
諸
国
の
な
か
で
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
し
て
暮

ら
し
て
い
る
。「
ム
ス
リ
ム
と
の
共
生
」
と
い
う
課
題
の
ひ
と
つ
の
局
面
は
、
こ
う

し
た
非
イ
ス
ラ
ー
ム
諸
国
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
の
あ
り
方
、
い
い
か
え
れ
ば
、
マ

イ
ノ
リ
テ
ィ
と
し
て
生
き
る
ム
ス
リ
ム
が
、
イ
ス
ラ
ー
ム
的
な
規
範
・
価
値
と
ホ
ス

ト
社
会
の
そ
れ
と
を
い
か
に
整
合
さ
せ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ

る
。

　

女
性
ム
ス
リ
ム
が
頭
部
に
被
る
ヴ
ェ
ー
ル
は
、
こ
う
し
た
文
脈
の
な
か
で
注
目
を

あ
つ
め
て
い
る
テ
ー
マ
だ
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
公
的
な
場
所
で
女
性
ム
ス
リ
ム
が

ヴ
ェ
ー
ル
を
着
用
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
、
通
称
「
ブ
ル
カ
（
ヴ
ェ
ー
ル
）
禁
止
法
」

が
施
行
さ
れ
て
い
る
。「
女
性
の
ヴ
ェ
ー
ル
は
、
女
性
抑
圧
の
象
徴
で
あ
る
」
と
の
主

張
が
、
世
俗
主
義
・
排
外
主
義
の
陣
営
か
ら
声
高
に
唱
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
主
張

を
支
持
す
る
市
民
は
少
な
く
な
い
。
い
ま
「
ヴ
ェ
ー
ル
問
題
」
は
、
世
俗
と
宗
教
、

西
洋
と
イ
ス
ラ
ー
ム
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
人
種
差
別
問
題
を
考
え
る
た
め
の
格

好
の
切
り
口
の
ひ
と
つ
と
言
え
る
。

　

後
藤
絵
美『
神
の
た
め
に
ま
と
う
ヴ
ェ
ー
ル
』（
中
央
公
論
新
社
）は
、
こ
の
ヴ
ェ
ー

ル
の
問
題
が
主
題
で
あ
る
。
本
書
は
、
現
代
に
お
い
て
ヴ
ェ
ー
ル
を
ま
と
う
こ
と
を

選
択
し
た
中
東
の
女
性
た
ち
に
焦
点
を
あ
て
、
一
般
の
ム
ス
リ
ム
の
、
ご
く
普
通
の

日
常
の
な
か
で
の
宗
教
心
の
変
遷
を
、
て
い
ね
い
に
綴
っ
て
い
る
。

　

彼
女
た
ち
は
、
何
を
き
っ
か
け
に
ヴ
ェ
ー
ル
を
か
ぶ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
？　

 

神
を
ど
の
よ
う
に
意
識
し
、
近
代
化
さ
れ
た
社
会
の
な
か
で
自
身
の
宗
教
心
を
ど
の

よ
う
に
体
現
し
て
生
き
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
？

　

本
書
は
、
大
衆
メ
デ
イ
ア
の
分
析
や
、
エ
ジ
プ
ト
で
の
現
地
調
査
な
ど
を
通
し
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
媒
体
に
表
現
さ
れ
る
女
性
た
ち
の
声
を
拾
い
上
げ
る
と
と
も
に
、ヴ
ェ
ー

ル
に
か
か
わ
る
ク
ル
ア
ー
ン
の
諸
節
の
専
門
的
解
釈
や
イ
ス
ラ
ー
ム
法
規
範
の
考
察

も
適
切
に
お
こ
な
っ
て
い
る
。
類
書
と
比
較
し
て
も
、
読
み
や
す
さ
と
内
容
的
な
深

み
に
お
い
て
際
立
っ
て
い
る
。

　

政
治
的
な
問
題
ば
か
り
が
着
目
さ
れ
る
な
か
で
、
中
東
の
一
般
市
民
の
宗
教
実
践

は
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
。
本
書
を
通
し
て
、
現
代
に
生
き
る
ム
ス
リ

ム
と
い
う
ア
ク
タ
ー
を
、「
テ
ロ
リ
ス
ト
」
と
し
て
で
は
な
く
、
ご
く
普
通
の
日
常
を

生
き
る
隣
人
と
し
て
捉
え
な
お
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

②
小
杉
泰
著
『
現
代
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
論
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年

　
「
ア
ル
カ
イ
ダ
と
は
何
か
？
」「
Ｉ
Ｓ
と
は
何
か
？
」

　

イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
で
新
し
い
事
件
が
起
こ
る
度
に
、
局
時
的
に
重
要
な
キ
ー
ワ
ー

ド
に
つ
い
て
、
門
外
漢
で
も
瞬
時
に
理
解
で
き
る
解
説
が
求
め
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。

し
か
し
、
各
々
の
事
件
の
背
景
に
は
、
何
世
紀
に
も
渡
る
人
々
と
国
家
の
歴
史
と
苦

悩
が
あ
る
。

　

小
杉
泰
『
現
代
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
論
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
）
は
、
今
日
の
イ
ス

ラ
ー
ム
世
界
が
形
成
さ
れ
た
過
程
を
、
近
現
代
に
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
が
経
験
し
た
政

治
的
・
社
会
的
・
経
済
的
な
変
動
を
追
い
な
が
ら
詳
細
に
描
き
き
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム

世
界
全
体
の
構
造
的
な
変
化
を
お
さ
え
な
が
ら
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
・
地
域
に
お
け

る
特
殊
性
に
も
焦
点
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
。

　

近
現
代
に
現
わ
れ
た
思
想
家
、
思
想
潮
流
、
政
治
的
概
念
に
つ
い
て
も
詳
し
く
紹

介
さ
れ
、
イ
メ
ー
ジ
だ
け
で
語
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
、
現
在
の
中
東
情
勢
の
な
か
で

重
要
性
を
持
つ
ア
ク
タ
ー
の
実
体
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

著
者
の
小
杉
泰
は
、
日
本
の
中
東
・
イ
ス
ラ
ー
ム
研
究
を
牽
引
す
る
研
究
者
で
あ

る
。
本
書
『
現
代
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
論
』
は
、
そ
の
小
杉
の
研
究
の
集
大
成
と
も
言

え
る
著
作
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
大
著
で
あ
る
。
し
か
し
、
文
体
は
平
易
で
あ
り
、
門

外
漢
や
学
生
で
も
理
解
で
き
る
よ
う
配
慮
さ
れ
て
い
て
、
非
常
に
読
み
や
す
い
。
興

味
の
あ
る
分
野
に
か
か
わ
る
箇
所
を
拾
い
読
み
す
る
だ
け
で
も
、
新
た
な
見
地
が
開
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け
る
だ
ろ
う
。
題
名
の
と
お
り
、
現
代
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
の

決
定
版
と
も
言
え
る
一
冊
で
あ
る
。

③
中
田
考
著
『
カ
リ
フ
制
再
興
』
書
肆
心
水
、
二
〇
一
五
年

　

Ｉ
Ｓ
（
イ
ス
ラ
ー
ム
国
）
が
ア
ブ
ー
・
バ
ク
ル
・
ア
ル
＝
バ
グ
ダ
ー
デ
ィ
ー
氏
を

「
カ
リ
フ
」
に
据
え
、
カ
リ
フ
制
の
再
興
を
主
張
し
た
こ
と
は
日
本
で
も
報
道
さ
れ
て

い
る
（
カ
リ
フ
と
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
共
同
体
の
政
治
的
元
首
を
意
味
す
る
。
七
世
紀

以
降
カ
リ
フ
制
は
維
持
さ
れ
て
き
た
が
、
一
九
二
四
年
に
カ
リ
フ
制
が
廃
止
さ
れ
、

以
降
、
カ
リ
フ
空
位
の
状
態
が
続
い
て
い
た
）。

　

Ｉ
Ｓ
が
再
興
を
主
張
す
る
「
カ
リ
フ
制
」
や
、「
残
忍
な
」
刑
罰
を
含
む
「
イ
ス

ラ
ー
ム
法
の
施
行
」
は
、
日
本
の
報
道
機
関
で
は
、「
時
代
錯
誤
的
」「
彼
ら
独
自
の

解
釈
」
な
ど
と
形
容
さ
れ
て
い
る
。

　

た
し
か
に
、
彼
ら
の
主
張
・
実
践
に
は
、
あ
る
部
分
で
は
、
本
来
の
イ
ス
ラ
ー
ム

の
神
学
的
・
法
学
的
議
論
と
は
異
な
る
独
自
の
解
釈
が
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

彼
ら
の
主
張
・
実
践
が
す
べ
て
無
条
件
に
「
独
自
の
解
釈
」
で
あ
る
と
の
判
断
は
、

い
さ
さ
か
乱
暴
で
あ
ろ
う
。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
共
同
体
の
政
治
的
な
元
首
で
あ
る
「
カ
リ
フ
」
の
擁
立
を
義
務
と
す

る
説
は
、
ス
ン
ナ
派
の
全
神
学
派
・
法
学
派
の
一
致
し
た
見
解
で
あ
り
、
今
日
に
お

い
て
も
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
全
土
の
宗
教
学
校
で
そ
の
よ
う
に
教
え
ら
れ
て
い
る
。

　

中
田
考
『
カ
リ
フ
制
再
興
』（
書
肆
心
水
）
は
、
こ
の
「
カ
リ
フ
制
」
を
主
題
と

し
、
カ
リ
フ
と
い
う
概
念
に
ま
つ
わ
る
基
本
的
な
論
点
、
そ
の
歴
史
、
二
十
世
紀
に

カ
リ
フ
制
が
消
滅
し
た
後
に
ム
ス
リ
ム
が
興
し
た
諸
々
の
カ
リ
フ
制
復
興
運
動
、
そ

し
て
、
そ
う
し
た
運
動
と
Ｉ
Ｓ
版
「
カ
リ
フ
制
」
と
の
間
の
質
的
な
相
違
に
つ
い
て
、

神
学
的
・
法
学
的
な
専
門
的
議
論
も
組
み
込
み
な
が
ら
、
わ
か
り
や
す
く
論
じ
て
い

る
。

　

本
書
が
提
起
す
る
視
角
に
よ
っ
て
、
Ｉ
Ｓ
を
、「
カ
リ
フ
不
在
の
例
外
状
態
に
お
い

て
、
ス
ン
ナ
派
の
ム
ス
リ
ム
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
カ
リ
フ
制
再
興
を
目
指
す

革
命
運
動
の
ひ
と
つ
」
と
し
て
、
も
う
一
度
捉
え
な
お
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

そ
の
よ
う
な
見
方
を
す
る
こ
と
は
、
な
に
も
Ｉ
Ｓ
の
主
張
を
擁
護
す
る
こ
と
を
意

味
し
な
い
。
カ
リ
フ
制
の
概
念
、
お
よ
び
そ
の
歴
史
に
つ
い
て
の
知
識
は
、
む
し
ろ

Ｉ
Ｓ
を
「
正
し
く
批
判
」
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
知
識
の
ひ
と
つ
な
の
で
あ
る
。

④
松
山
洋
平
著
『
イ
ス
ラ
ー
ム
神
学
』
作
品
社
、
二
〇
一
六
年

　

イ
ス
ラ
ー
ム
最
大
の
宗
派
で
あ
る
ス
ン
ナ
派
の
神
学
界
に
は
、
お
お
き
く
分
け
て

二
つ
の
潮
流
が
存
在
す
る
。
ひ
と
つ
は
、
ア
シ
ュ
ア
リ
ー
学
派
と
マ
ー
ト
ゥ
リ
ー

デ
ィ
ー
学
派
に
代
表
さ
れ
る
「
思
弁
神
学
派
」
の
潮
流
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
ハ
ン
バ

リ
ー
法
学
派
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
「
ハ
デ
ィ
ー
ス
の
徒
」
の
潮
流
で
あ
る
。

　

両
陣
営
は
基
本
的
に
対
立
関
係
に
あ
る
が
、
歴
史
的
に
は
、
近
代
に
い
た
る
ま
で

思
弁
神
学
派
の
陣
営
が
数
的
・
政
治
的
な
優
位
を
保
っ
て
き
た
た
め
、
激
し
い
闘
争

は
生
じ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
近
現
代
に
お
い
て
、「
ハ
デ
ィ
ー
ス
の
徒
」
に
位
置

づ
け
ら
れ
る
諸
々
の
サ
ラ
フ
ィ
ー
主
義
（
復
古
主
義
）
の
諸
集
団
が
台
頭
す
る
こ
と

で
、
両
陣
営
の
勢
力
は
拮
抗
し
た
状
態
に
入
っ
た
。
し
か
も
、
現
代
の
サ
ラ
フ
ィ
ー

主
義
の
多
数
派
は
、
思
弁
神
学
派
に
対
し
て
き
わ
め
て
攻
撃
的
な
性
格
を
有
し
て
い

る
。

　

し
た
が
っ
て
、
エ
ジ
プ
ト
の
ア
ズ
ハ
ル
大
学
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
「
体
制
派
」

の
学
者
―
彼
ら
は
「
思
弁
神
学
派
」
の
潮
流
に
属
す
る
―
に
と
っ
て
、
現
代
に

お
け
る
喫
緊
の
課
題
の
ひ
と
つ
は
、
サ
ラ
フ
ィ
ー
主
義
の
拡
大
を
抑
え
込
み
、「
ハ

デ
ィ
ー
ス
の
徒
」
に
対
す
る
自
分
た
ち
の
優
位
を
回
復
す
る
こ
と
に
あ
る
。
言
い
換

え
れ
ば
、
Ｉ
Ｓ
に
代
表
さ
れ
る
武
闘
派
・
サ
ラ
フ
ィ
ー
主
義
勢
力
と
、
ア
ズ
ハ
ル
に

代
表
さ
れ
る
体
制
派
の
学
者
集
団
と
の
間
の
抗
争
は
、
十
一
世
紀
に
ま
で
さ
か
の
ぼ

る
こ
と
が
で
き
る
、
思
弁
神
学
派
と
「
ハ
デ
ィ
ー
ス
の
徒
」
の
抗
争
の
、
壮
大
な
延

長
戦
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

松
山
洋
平
『
イ
ス
ラ
ー
ム
神
学
』（
作
品
社
）
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
最
大
宗
派
で
あ

る
ス
ン
ナ
派
の
基
本
的
信
条
を
詳
し
く
解
説
す
る
、
本
邦
初
と
な
る
イ
ス
ラ
ー
ム
神

学
の
本
格
的
入
門
書
で
あ
る
。
ス
ン
ナ
派
の
正
統
／
異
端
観
や
、
ス
ン
ナ
派
に
内
在

す
る
学
派
間
・
学
者
間
の
見
解
の
相
違
に
も
論
及
し
て
い
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
神
学
の

最
重
要
古
典
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
ナ
サ
フ
ィ
ー
の
信
条
」
の
全
訳
も
収
録
さ
れ
て
お

り
、
ス
ン
ナ
派
の
ム
ス
リ
ム
に
よ
っ
て
奉
じ
ら
れ
る
神
学
的
教
説
を
直
接
的
に
知
る
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こ
と
が
で
き
る
最
良
の
邦
書
と
言
え
る
。
現
代
の
政
治
的
な
問
題
を
直
接
論
じ
た
も

の
で
は
な
い
が
、
思
弁
神
学
派
と
「
ハ
デ
ィ
ー
ス
の
徒
」
の
見
解
の
相
違
に
も
言
及

し
て
お
り
、
上
述
の
よ
う
な
、
現
代
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
情
勢
の
神
学
的
文
脈
を
理

解
す
る
上
で
、
不
可
欠
と
な
る
知
識
を
提
供
す
る
。

　

ま
た
同
書
は
、
ス
ン
ナ
派
の
「
異
端
」
観
に
一
章
を
割
き
、
本
邦
で
は
あ
ま
り
知

ら
れ
て
い
な
い
、
ス
ン
ナ
派
に
よ
る
シ
ー
ア
派
観
も
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
シ
ー

ア
派
を
解
説
す
る
邦
書
は
複
数
冊
出
版
さ
れ
て
き
た
が
、
ス
ン
ナ
派
と
シ
ー
ア
派
が

た
が
い
を
ど
の
よ
う
に
異
端
視
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
は
、
一
般
書
の
な
か
で

は
ほ
と
ん
ど
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
湾
岸
諸
国
や
イ
エ
メ
ン
に
お
い
て
ス
ン
ナ
派
／

シ
ー
ア
派
間
の
政
治
的
対
立
が
深
ま
る
今
日
、
ス
ン
ナ
派
の
異
端
観
を
知
る
た
め
に

も
必
携
の
一
冊
と
言
え
る
。

　

本
書
を
特
色
付
け
る
要
素
に
、
巻
末
に
収
め
ら
れ
た
付
録
、「
ム
ス
リ
ム
・
マ
イ

ノ
リ
テ
ィ
の
た
め
の
イ
ス
ラ
ー
ム
法
学
と
神
学
」
の
存
在
が
あ
る
。
こ
の
付
録
は
、

日
本
の
よ
う
な
非
イ
ス
ラ
ー
ム
地
域
に
生
き
る
ム
ス
リ
ム
が
直
面
す
る
問
題
に
つ
い

て
、
法
学
的
・
神
学
的
な
見
地
か
ら
論
じ
た
エ
ッ
セ
イ
で
あ
る
。
昨
今
、
移
民
の
受

け
入
れ
が
世
界
的
な
課
題
に
な
っ
て
い
る
が
、
イ
ス
ラ
ー
ム
諸
国
と
歴
史
的
接
点
の

な
か
っ
た
日
本
の
中
に
は
、
ム
ス
リ
ム
の
住
民
が
増
え
る
こ
と
に
対
す
る
不
安
の
声

も
あ
る
。
し
か
し
、
現
代
の
ム
ス
リ
ム
か
ら
は
、
非
ム
ス
リ
ム
諸
国
の
ホ
ス
ト
社
会

と
の
共
存
を
促
す
法
理
論
で
あ
る
「
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
法
学
」
な
ど
も
提
起
さ
れ
、
共

存
の
た
め
の
思
想
的
な
努
力
も
な
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
エ
ッ
セ
イ
で
は
、
日
本
で
は

紹
介
が
遅
れ
て
い
る
、
こ
の
「
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
法
学
」
に
つ
い
て
も
紙
幅
が
割
か
れ

て
お
り
、
相
互
理
解
を
促
す
た
め
の
素
材
と
な
る
だ
ろ
う
。

⑤
宮
田
律
著
『
石
油
・
武
器
・
麻
薬 

中
東
紛
争
の
正
体
』
講
談
社
、
二
〇
一
五
年

　

現
代
の
中
東
諸
国
で
発
生
し
て
い
る
戦
争
を
「
イ
ス
ラ
ー
ム
の
問
題
」
と
し
て
の

み
考
察
す
る
見
方
に
は
大
き
な
問
題
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
宗
教

が
戦
争
を
発
生
さ
せ
る
主
因
で
あ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
現
代
に
お
い
て
そ
れ

は
よ
り
顕
著
で
あ
る
か
ら
だ
。
し
か
し
、
Ｉ
Ｓ
の
よ
う
な
組
織
が
か
ら
む
と
、
た
ち

ま
ち
そ
う
し
た
事
実
が
見
え
に
く
く
な
っ
て
し
ま
う
。
日
本
で
は
、
中
東
で
行
わ
れ

て
い
る
戦
争
を
、
宗
教
戦
争
・
宗
派
間
闘
争
で
あ
る
と
思
い
込
ん
で
い
る
人
も
少
な

く
な
い
。

　

宮
田
律
『
石
油
・
武
器
・
麻
薬 

中
東
紛
争
の
正
体
』（
講
談
社
）
は
、「
米
国
を
中

心
と
す
る
欧
米
諸
国
の
軍
産
複
合
体
」、「
石
油
争
奪
戦
」、「
麻
薬
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

闇
経
済
」
な
ど
、
特
異
な
視
点
か
ら
中
東
の
戦
乱
に
光
を
当
て
る
こ
と
で
、
戦
争
の

発
生
に
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
だ
け
で
は
な
く
、
複
合
的
な
問
題
が
絡
み
合
っ
て
い
る

と
い
う
単
純
な
事
実
を
思
い
出
さ
せ
て
く
れ
る
。

　

著
者
の
宮
田
律
は
、
こ
れ
ま
で
「
イ
ス
ラ
ー
ム
過
激
派
」
に
関
す
る
著
作
を
い
く

つ
も
著
し
て
き
た
、
当
分
野
の
第
一
人
者
と
言
っ
て
も
良
い
。
し
か
し
、
今
回
の
氏

の
著
書
は
、
著
者
の
売
り
で
も
あ
る
「
イ
ス
ラ
ー
ム
過
激
派
」
の
分
析
を
あ
え
て
駆

使
せ
ず
に
、
中
東
の
戦
争
を
継
続
さ
せ
る
非
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
要
素
を
浮
き
彫
り

に
し
て
い
る
。
中
東
情
勢
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
事
情
を
知
り
尽
く
し
た
著
者
だ
か

ら
こ
そ
、
戦
争
を
生
む
非
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
部
分
が
何
で
あ
る
か
、
明
確
に
説
明

す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

本
書
は
ま
た
、
中
東
情
勢
の
み
な
ら
ず
、
日
本
の
大
衆
メ
デ
ィ
ア
で
は
触
れ
ら
れ

な
い
グ
ロ
ー
バ
ル
化
さ
れ
た
現
代
社
会
全
体
の
構
造
に
目
を
向
け
る
き
っ
か
け
に
も

な
る
だ
ろ
う
。
国
際
的
な
問
題
に
関
心
の
あ
る
大
学
生
に
も
お
勧
め
で
き
る
、
時
宜

を
得
た
良
書
で
あ
る
。
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