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原
典
研
究

イ
ブ
ン
・
ス
ィ
ー
ナ
ー
著『
治
癒
』

形
而
上
学
訳
註
（
第
一
巻
第
五
章
）

イ
ブ
ン
・
ス
ィ
ー
ナ
ー
『
治
癒
の
書
』
研
究
会

訳
・
註　

小
林
春
夫

加
藤
瑞
絵

倉
澤　

理

矢
口
直
英

索
引　

加
藤
瑞
絵

議
論
の
構
成

第
一
章
か
ら
四
章
ま
で
で
は
、
形
而
上
学
の
導
入
部
（prolegom

ena

）
と
し
て
、
形

而
上
学
の
主
題
、
有
益
性
、
学
習
の
順
序
、
名
称
が
論
じ
ら
れ
た
。
そ
れ
に
次
い
で
、
本

章
か
ら
巻
末
の
第
八
章
に
お
い
て
は
、
形
而
上
学
の
序
論
（introduction

）
と
し
て
、
形

而
上
学
の
議
論
の
前
提
と
な
る
基
礎
概
念
が
導
入
さ
れ
る
。

一
．︿
在
る
﹀
と
︿
も
の
﹀
の
自
明
性

1
．
原
理
的
概
念
に
つ
い
て

　
（
1
）︿
在
る
﹀︿
も
の
﹀︿
必
然
﹀
の
原
理
的
性
格
（［
1
］）

　
（
2
）﹁
判
断
﹂
に
お
け
る
原
理
（
公
理
）
と
の
対
比
（［
2
］）

　
（
3
）
教
示
と
注
意
喚
起
の
区
別
（［
3
］）

　
（
4
）
原
理
が
な
け
れ
ば
無
限
背
進
な
い
し
循
環
に
陥
る
（［
4
］）

2
．︿
在
る
﹀
と
︿
も
の
﹀

　
（
1
）
自
明
性
と
教
示
の
不
可
能
性
（［
5
］）

　
（
2
）︿
も
の
﹀
の
教
示
は
同
語
反
復
に
な
る
（［
6
］）

　
（
3
）︿
も
の
﹀
の
教
示
は
循
環
定
義
に
な
る
（［
7
］）

二
．〈
在
る
〉
と
〈
も
の
〉

3
．︿
在
る
﹀
と
︿
も
の
﹀
の
区
別

凡　
　

例

『
イ
ス
ラ
ー
ム
地
域
研
究
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
五
号
（
二
○
一
三
年
）
一
○
三
―
一
三
六
頁

に
掲
載
し
た
第
一
巻
第
三
章
訳
註
の
凡
例
（
一
○
三
―
一
○
四
頁
）
に
従
う
。

た
だ
し
、
テ
ク
ス
ト
の
異
読
に
関
し
て
は
、B

ertolacci (tr.), pp. 114-129

の
正
誤
表

（
Ｂ
に
若
干
の
修
正
が
加
え
ら
れ
て
い
る
）
を
主
と
し
て
参
照
し
た
。
ま
た
、
参
考
文
献

と
し
て
以
下
の
著
書
を
追
加
す
る
。
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（
1
）︿
在
る
﹀
と
そ
の
同
義
語
（［
8
］）

　
（
2
）︿
も
の
﹀
と
固
有
存
在
（［
9
］）

三
．︿
も
の
﹀
と
︿
在
る
﹀
の
附
随

4
．︿
も
の
﹀
と
︿
在
る
﹀
の
附
随
（［
10
］［
11
］）

5
．︿
も
の
﹀
は
存
在
し
な
い
場
合
が
あ
り
う
る
と
い
う
主
張
の
論
駁

　
（
1
）
絶
対
的
な
意
味
で
存
在
し
な
い
︿
も
の
﹀
は
あ
り
え
な
い
（［
12
］）

　
（
2
）
非
存
在
者
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
（［
13
］）

　
（
3
）
非
存
在
者
と
属
性
に
よ
る
論
駁
（［
14
］［
15
］）

6
．
存
在
し
な
い
も
の
に
つ
い
て
の
知
（［
16
］）

　
（
1
）
魂
の
中
だ
け
に
存
在
す
る
概
念
に
つ
い
て

　
（
2
）
実
現
可
能
性
だ
け
が
知
ら
れ
る
命
題
に
つ
い
て

7
．
誤
謬
と
そ
の
原
因

　
（
1
） 

語
ら
れ
た
り
知
ら
れ
た
り
す
る
が
︿
も
の
﹀
で
な
い
対
象
が
存
在
す
る
と
の

誤
謬
（［
17
］）

　
（
2
） 

陳
述
の
対
象
に
つ
い
て
の
無
知
（［
18
］）

　
　
　

 

…
…
陳
述
は
魂
の
中
に
在
る
概
念
に
つ
い
て
な
さ
れ
る

　
（
3
） 

概
念
と
個
物
の
関
係
に
つ
い
て
の
無
知
（［
18
］）

　
　

 　

…
…
陳
述
と
は
、
そ
の
概
念
が
個
物
に
対
し
て
何
ら
か
の
関
係
を
有
す
る
こ
と

8
．
そ
の
他
の
誤
謬
に
つ
い
て
（［
19
］［
20
］）

　
　

 

…
… ︿
現
成
し
て
い
る
﹀
と
︿
在
る
﹀
の
区
別
、
存
在
に
関
す
る
中
間
者
、︿
も

の
﹀
と
そ
の
同
義
語
の
否
定

四
．︿
在
る
﹀
は
類
で
は
な
い
こ
と

9
． ︿
在
る
﹀
は
類
で
は
な
く
類
比
的
な
概
念
で
あ
り
、
そ
れ
に
固
有
な
附
帯
性
を
取

り
扱
う
一
つ
の
学
が
あ
る
（［
21
］）

五
．︿
在
る
﹀
と
︿
も
の
﹀
の
第
一
区
分

10
．︿
必
然
﹀︿
可
能
﹀︿
不
可
能
﹀
に
つ
い
て

　
　

 

…
…
こ
れ
ら
の
概
念
の
教
示
（
定
義
）
は
循
環
論
と
な
る
（［
22
］［
23
］）

11
．︿
必
然
﹀
は
︿
可
能
﹀︿
不
可
能
﹀
よ
り
も
表
象
に
お
い
て
優
先
す
る
（［
24
］）

六
．
非
存
在
者
の
復
活
と
い
う
主
張
の
論
駁

12
．﹁
存
在
し
な
い
も
の
﹂
が
存
在
す
る
と
い
う
矛
盾
（［
25
］）

13
．﹁
時
﹂
の
復
活
と
い
う
矛
盾
（［
26
］）

14
．
以
上
の
主
張
の
非
合
理
性
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
か
ら
の
逸
脱
（［
27
］）

訳第
五
章　
︿
在
る
﹀︿
も
の
﹀
お
よ
び
そ
れ
ら
の
第
一
の
諸
区
分（

1
）

を
、
そ
れ
ら
が
意

図
す
る
事
柄
へ
の
注
意
喚
起
を
含
む
も
の
に
よ
っ
て
示
す
。

我［
１
］

々
は
次
の
よ
う
に
述
べ
よ
う
。︿
在
る
﹀（m

aw
jūd

）（
2
）
、︿
も
の
﹀（shay’

）（
3
）
、︿
必

然
﹀（ḍarūrī

）、
こ
れ
ら
の
概
念
は
魂
の
う
ち
に
初
め
か
ら
（
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
）
刻
ま

れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
よ
り
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
に
よ
っ
て
獲
得
す
る
必
要
は
な
い
。

と
言
う
の
も
、
判
断（

4
）
の
領
域
に
お
い
て
も
第
一
の
諸
原
理（

5
）
が
存
在
し
、︹
そ
れ
ら
が

真
で
あ
る
と
い
う
︺
判
断
は
そ
れ
ら
自
体
に
よ
っ
て
成
立
し
、
そ
れ
ら
以
外
の
事
柄
に
つ

い
て
の
判
断
は
そ
れ
ら
の
原
理
に
よ
っ
て
成
立
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
し
、
そ
れ

ら
の
原
理
を
想
起
で
き
な
か
っ
た
り
、
そ
れ
ら
の
原
理
を
指
示
す
る
語
を
理
解
し
え
な

か
っ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
原
理
に
基
づ
い
て
知
ら
れ
る
事
柄
の
認
識
（m

aʻrifah

）
に

到
達
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
ら
の
原
理
を
想
起
さ
せ
た
り
、
そ
れ
ら
の

原
理
を
指
示
す
る
語
の
意
味
を
理
解
さ
せ
た
り
す
る
教
示
（taʻrīf

）
は
、
本
能
の
う
ち
に

な
い
知
識
（ʻilm

）
を
与
え
よ
う
と
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
話
者
（
＝
教
示
者
）
が
意
図

し
考
え
て
い
る
こ
と
を
理
解
さ
せ
る
た
め
の
注
意
喚
起
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
教
示

は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
教
示
し
よ
う
と
す
る
対
象
よ
り
も
不
分
明
で
あ
る
が
、
何
ら
か

の
理
由
や
表
現
の
点
で
よ
り
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
事
柄
に
よ
る
。

こ［
２
］れ
と
同
様
に
、
概
念（

6
）

の
領
域
に
も
原
理
と
な
り
、
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
表
象
さ

れ
る
も
の
が
存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
の
原
理
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
と
き
、

そ
れ
は
真
の
意
味
で
未
知
な
る
事
柄
を
教
示
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
名
詞
や

記
号
を
用
い
て
注
意
喚
起
し
︹
忘
却
さ
れ
て
い
る
原
理
を
︺
想
起
さ
せ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
ら
の
名
詞
や
記
号
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
指
示
対
象
（
＝
原
理
）
よ
り
不
分
明

で
あ
る
が
、
何
ら
か
の
理
由
や
状
況
に
よ
っ
て
よ
り
明
示
的
と
な
る
。

そ［
３
］の
よ
う
な
記
号
が
用
い
ら
れ
る
と
き
、
魂
は
そ
の
概
念
（
＝
原
理
）
を
想
起
す
る

が
、
そ
れ
は
こ
こ
で
意
図
さ
れ
て
い
る
の
は
ま
さ
に
そ
の
概
念
（
＝
原
理
）
で
あ
る
と
気

づ
く
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
記
号
が
真
の
意
味
に
お
い
て
概
念
に
つ
い
て
教
え
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。

も［
４
］し
、
す
べ
て
の
概
念
が
そ
れ
に
先
行
す
る
概
念
を
必
要
と
す
る
な
ら
、
こ
の
過
程
は

無
限
に
継
続
す
る
か
循
環
す
る
か
で
あ
ろ
う
。

29. 529. 1329. 1730. 1
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そ［
５
］れ
自
体
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
る
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
は
、︿
在
る
﹀
や
︿
も
の
﹀

や
︿
一
﹀（

7
）
な
ど
の
よ
う
な
、
す
べ
て
の
事
柄
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
︹
自
明

性
︺
ゆ
え
に
、
こ
れ
ら
の
概
念
は
、
い
か
な
る
循
環
も
含
ま
な
い
よ
う
な
や
り
方
に
よ
っ

て
、
あ
る
い
は
よ
り
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

ま
た
こ
の
理
由
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
何
か
を
述
べ
よ
う（

8
）

と
す
る
者
は
混
乱

に
陥
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、﹁
在
る
も
の
（
存
在
者
）
は
本
質
的
に
能
動

的
か
受
動
的
で
あ
る
﹂
と
主
張
す
る
者
が
い
る
。
確
か
に
こ
れ
は
必
然
で
あ
る
が
、
そ
れ

（
＝
能
動
的
ま
た
は
受
動
的
で
あ
る
こ
と
）
は
在
る
も
の
（
存
在
者
）
の
下
位
区
分
で
あ

り
、
在
る
も
の
の
方
が
﹁
能
動
的
で
あ
る
こ
と
﹂
や
﹁
受
動
的
で
あ
る
こ
と
﹂
よ
り
も
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
。︹
実
際
に
︺
一
般
の
人
々
は
在
る
も
の
の
本
質
を
把
握
し
て
い
る
が
、

そ
れ
が
能
動
的
か
受
動
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
な
ど
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
。
こ
の

私
に
さ
え
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
推
論
（qiyās

）
に
よ
ら
な
け
れ
ば
こ
れ
程
明
ら
か
で

は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
自
明
な
事
物
を
そ
の
属
性
に
よ
っ
て
―
―
し
か

も
そ
の
属
性
が
当
の
事
物
に
帰
属
す
る
こ
と
を
確
定
す
る
に
は
説
明
が
必
要
で
あ
る
よ
う

な
属
性
に
よ
っ
て
―
―
教
示
し
よ
う
と
す
る
者
の
あ
り
様
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

﹁［
６
］も
の

4

4

と
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
も
の
﹂（alladhī yaṣiḥḥu 

ʻan- hū al- khabar

）
と
言
う
者
の
主
張
も
同
様
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、﹁
で
き
る
﹂

（yaṣiḥḥu

）
は
﹁
も
の
﹂
よ
り
も
不
分
明
で
あ
り
、﹁
述
べ
る
こ
と
﹂（khabar

）
も
﹁
も

の
﹂
よ
り
不
分
明
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
ど
う
し
て
こ
れ
が
﹁
も
の
﹂
を
教
示

（
＝
定
義
）
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。﹁
で
き
る
こ
と
﹂（ṣiḥḥah
）
や
﹁
述
べ
る

こ
と
﹂（khabar

）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
説
明
に
お
い
て
︹
こ
れ
こ
れ
の
︺﹁
も
の
﹂
と
か
、

︹
こ
れ
こ
れ
と
い
う
︺﹁
こ
と
﹂（am

r

）
と
か
、︹
こ
れ
こ
れ
す
る
︺﹁
と
こ
ろ
の
も
の
﹂ 

（m
ā

）
と
か
、︹
こ
れ
こ
れ
で
あ
る
︺﹁
よ
う
な
も
の
﹂ （alladhī

）
な
ど
を
用
い
て
は
じ
め

て
教
示
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
み
な
﹁
も
の
﹂
と
い
う
名
詞
の
同
義
語
に
あ
た
る
も
の
で

あ
る
。

﹁［
７
］も
の
﹂
に
よ
ら
な
け
れ
ば
教
示
し
え
な
い
よ
う
な
も
の
に
よ
っ
て
、﹁
も
の
﹂
を
真

の
意
味
で
教
示
（
＝
定
義
）
す
る
こ
と
な
ど
ど
う
し
て
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
そ

の
よ
う
な
言
明
や
そ
れ
に
類
し
た
事
柄
に
も
何
ら
か
の
注
意
喚
起
は
あ
る
だ
ろ
う
。
だ

が
、
真
の
意
味
で
は
、﹁
も
の

4

4

と
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ
の

4

4

4

4

も
の

4

4

（m
ā

）﹂
と
言
う
と
き
、﹁
も
の

4

4

と
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
よ4

う
な
も
の

4

4

4

4 

（alladhī

）﹂
と
言
う
に
等
し
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、﹁
と
こ
ろ
の
も
の
﹂

と
﹁
よ
う
な
も
の
﹂
と
﹁
も
の
﹂
は
同
じ
意
味
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
あ
な
た
は
﹁
も

の
﹂
の
定
義
の
う
ち
に
﹁
も
の
﹂（
被
定
義
項
）
を
取
り
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ

30. 330. 1130. 15

る
。
た
だ
、
手
法
（
＝
循
環
定
義
）
は
無
効
で
あ
る
が
、
こ
れ
や
こ
れ
に
似
た
言
明
に

よ
っ
て
﹁
も
の
﹂
に
つ
い
て
の
あ
る
種
の
注
意
喚
起
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
我
々
は
否
定
し

な
い
。

我［
８
］々
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。︿
在
る
﹀（

9
）

と
︿
も
の
﹀
は
魂
の
中
で
二
つ
の
︹
相

異
な
る
︺
概
念
と
し
て
表
象
さ
れ
て
い
る
。﹁
在
る
（
存
在
し
て
い
る
）﹂
と
﹁
確
定
し
て

い
る
﹂（m

uthbat

）
と
﹁
現
成
し
て
い
る
﹂（m

uḥaṣṣal

）（
10
）
は
同
義
語
で
あ
る
。
そ
し
て

我
々
は
、
こ
れ
ら
の
語
の
意
味
が
本
書
の
読
者
の
魂
の
う
ち
に
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
疑

わ
な
い
。

︿［
９
］も
の
﹀
お
よ
び
そ
れ
に
相
当
す
る
語（
11
）

は
、
す
べ
て
の
言
語
に
お
い
て
、︹︿
在
る
﹀

と
は
︺
別
の
概
念
を
指
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
す
べ
て
の
事
物
は

﹁
そ
の
事
物
が
そ
れ
に
拠
っ
て
そ
の
事
物
と
し
て
あ
る
よ
う
な
本
質
﹂（ḥaqīqah

）
を
も

つ
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
三
角
形
に
は
﹁
三
角
形
で
あ
る
﹂
と
い
う
本
質
が
あ
り
、
白

に
は
﹁
白
で
あ
る
﹂
と
い
う
本
質
が
あ
る
。
そ
れ
は
我
々
が
﹁
固
有
存
在
﹂（w

ujūd 
khāṣṣ

）
と
呼
ぶ
も
の
で
あ
り
、﹁
確
定
存
在
﹂（w

ujūd ithbātī

）
と
は
異
な
る
も
の
を
意

味
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、﹁
存
在
﹂（w

ujūd

）
と
い
う
語
に
も
多
く
の
意
味
が
あ
り
、

﹁
事
物
が
そ
れ
に
基
い
て
︹
そ
の
事
物
と
し
て
︺
あ
る
よ
う
な
本
質
﹂
も
そ
の
一
つ
だ
か

ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、﹁︹
事
物
が
︺
そ
れ
に
基
い
て
あ
る
も
の
﹂、
そ
れ
が
言
わ
ば
そ
の

事
物
の
固
有
存
在
な
の
で
あ
る
。

も
と
に
戻
っ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
よ
う
。
各
々
の
事
物
に
は
固
有
の
本
質
が
あ
り
、
そ

れ
は
そ
の
事
物
の
﹁
何
で
あ
る
か
﹂（m

āhīyah

）（
12
）
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま

た
各
々
の
事
物
に
固
有
な
本
質
は
﹁
確
定
﹂（ithbāt

）
と
同
義
で
あ
る
よ
う
な
﹁
存
在
﹂

と
は
異
な
る
こ
と
も
認
知
さ
れ
て
い
る
。

あ
な
た
が
﹁
こ
れ
こ
れ
の
本
質
は
個
物
の
中
に
在
る
か
、
魂
の
中
に
在
る
か
、
あ
る
い

は
そ
の
両
方
を
含
む
絶
対
的
（
非
限
定
的
）
な
仕
方
で
在
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
﹂
と

言
う
な
ら
ば
、
そ
の
主
張
は
妥
当
で
あ
り
有
意
味
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、﹁
こ
れ
こ

れ
の
本
質
は
こ
れ
こ
れ
の
本
質
で
あ
る
﹂
と
か
、﹁
こ
れ
こ
れ
の
本
質
は
本
質
で
あ
る
﹂

と
言
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
無
駄
口
で
あ
り
無
益
で
あ
る
。
ま
た
、﹁
こ
れ
こ
れ
の
本
質
は

も
の

4

4

で
あ
る
﹂
と
言
う
な
ら
ば
、
こ
れ
も
ま
た
未
知
の
情
報
を
も
た
ら
さ
な
い
無
益
な
主

張
と
な
ろ
う
。
さ
ら
に
無
益
な
の
は
、﹁
本
質
は
も
の

4

4

で
あ
る
﹂
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。

た
だ
し
、﹁
こ
れ
こ
れ
の
本
質
は
在
る
（
存
在
す
る
）
本
質
で
あ
る
﹂
と
言
う
よ
う
に
、

﹁
も
の
﹂
が
﹁
在
る
﹂（
存
在
者
）
を
意
味
す
る
場
合
は
別
で
あ
る
。
ま
た
、﹁
A
の
本
質

と
B
の
本
質
は
別
の
も
の

4

4

で
あ
る
﹂
と
言
う
な
ら
ば
、
こ
の
主
張
は
正
し
い
し
有
益
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
な
た
は
﹁
一
方
（
A
）
は
他
方
（
B
）
と
は
異
な
る
独
自
の
も
の
で

31. 231. 531. 10
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あ
る
﹂
と
了
解
し
て
お
り
、
そ
れ
は
﹁
A
の
本
質
と
B
の
本
質
は
別
で
あ
る
﹂（
13
）
と
言
う

に
等
し
い
か
ら
で
あ
る
。
も
し
、
そ
の
よ
う
な
了
解
も
︹
A
と
B
を
そ
れ
ぞ
れ
本
質
と
︺

結
び
つ
け
る
こ
と
も
な
か
っ
た
な
ら
ば
、︹
あ
な
た
の
主
張
は
︺
無
益
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

―
―
︿
も
の
﹀
に
よ
っ
て
意
図
さ
れ
て
い
る
の
は
以
上
の
概
念
で
あ
る
。
ま
た
、︿
在

る
﹀（
14
）

は
︿
も
の
﹀
か
ら
引
き
離
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、︿
在
る
﹀
は
︿
も
の
﹀
に
つ
ね

に
附
随
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、︿
も
の
﹀
は
個
物
の
う
ち
に
︿
在
る
﹀
か
、
評
価
能
力（
15
）
お

よ
び
知
性
の
う
ち
に
︿
在
る
﹀
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
り
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
︿
も
の
﹀
で

は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

﹁
も4

4の4

と
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
﹂
と
い
う
主
張
は
正
し
い
。

し
か
し
、
こ
れ
に
加
え
て
、﹁
も
の

4

4

は
絶
対
的
（
非
限
定
的
）
な
意
味
で
存
在
し
な
い
場

合
が
あ
り
う
る
﹂
と
主
張
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
考
察
が
必
要
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
も
し
﹁
存
在
し
な
い
﹂
が
﹁
個
物
の
う
ち
に
存
在
し
な
い
﹂
を
意
味
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、︿
も
の
﹀
は
頭
の
中
で
は
確
定
し
て
い
る
が
、
外
的

事
物
の
う
ち
に
は
存
在
し
な
い
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
こ
れ
以
外
の

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
な
ら
、
そ
の
主
張
は
無
効
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
（
頭
の
中
に
も

外
的
事
物
の
う
ち
に
も
存
在
し
な
い
）
も
の
に
つ
い
て
何
か
を
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い

し
、
少
な
く
と
も
魂
の
う
ち
で
表
象
さ
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
認
識
さ
れ
る
こ
と
す
ら

な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、︿
も
の
﹀
が
外
的
事
物
を
指
示
す
る
形
相
と
し
て
魂
の
う
ち
で

表
象
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
存
在
し
な
い
こ
と
な
ど
あ
り
得
よ
う
か
。

﹁
述
べ
る
こ
と
﹂（
＝
陳
述
）
に
つ
い
て
言
え
ば
、
陳
述
は
頭
の
中
で
確
定
し
て
い
る
も

の
に
つ
い
て
な
さ
れ
る
か
ら
、
絶
対
的
な
意
味
で
存
在
し
な
い
も
の
に
つ
い
て
肯
定
す
る

こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
ま
た
否
定
す
る
場
合
で
も
、
そ
れ
（
否
定
の
対
象
）
は
頭
の
中
で

何
ら
か
の
存
在
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
我
々
の
発
言
に
含
ま
れ
る
﹁
そ

れ
﹂（
16
）

は
何
ら
か
の
も
の
を
指
示
し
て
い
る
が
、
頭
の
中
で
い
か
な
る
形
相
も
持
た
な

い
よ
う
な
非
存
在
者
を
指
示
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
存
在

し
な
い
も
の
（
非
存
在
者
）
に
つ
い
て
何
か
を
肯
定
す
る
こ
と
な
ど
あ
り
え
よ
う
か
。

我
々
が
﹁
非
存
在
者
は
こ
れ
こ
れ
で
あ
る
﹂
と
言
う
と
き
、
こ
れ
こ
れ
と
い
う
属
性

（
P
）
が
非
存
在
者
（
S
）
に
現
成
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、﹁
現
成
し
て
い
る
﹂

と
﹁
存
在
し
て
い
る
﹂
と
に
差
異
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
﹁
属
性
（
P
）
が
非
存
在
者

（
S
）
に
存
在
し
て
い
る
﹂
と
主
張
し
て
い
る
に
等
し
い
。

む
し
ろ
次
の
よ
う
に
言
お
う
。
非
存
在
者
（
S
）
が
そ
れ
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
た
り
、

非
存
在
者
に
述
語
づ
け
ら
れ
た
り
す
る
も
の
（
属
性
P
）
は
、（
１
）
非
存
在
者
に
存
在

し
現
成
し
て
い
る
か
、（
2
）
存
在
も
現
成
も
し
て
な
い
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
そ
こ
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で
、
非
存
在
者
に
存
在
し
現
成
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、︹
属
性
P
は
︺（
a
）
そ
れ
自
体
と

し
て
存
在
す
る
か
、（
b
）
存
在
し
な
い
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
こ
こ
で
、︹
属
性
P
は

そ
れ
自
体
と
し
て
︺
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
非
存
在
者
は
存
在
す
る

4

4

4

4

属
性
を
も
つ
こ
と
に

な
る
。
と
こ
ろ
が
、
属
性
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
属
性
を
も
つ
も
の
（
基
体
）
も
必

ず
存
在
す
る
か
ら
、
非
存
在
者
は
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
不
可
能
で
あ
る

（
１
‐
a
の
否
定
）。
そ
こ
で
、
属
性
（
P
）
は
︹
そ
れ
自
体
と
し
て
は
︺
存
在
し
な
い
と

し
よ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
自
体
と
し
て
存
在
し
な
い
も
の
（
属
性
P
）
が
何
か
に
存
在
す

る
こ
と
な
ど
あ
る
だ
ろ
う
か
。
否
、
そ
れ
自
体
と
し
て
存
在
し
な
い
も
の
が
何
か
に
存
在

す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
（
1
‐
b
の
否
定
）。
た
だ
、
そ
れ
自
体
と
し
て
存
在
す
る

も
の
が
他
の
も
の
に
存
在
し
な
い
こ
と
は
あ
り
う
る
。

そ
こ
で
、
属
性
（
P
）
は
非
存
在
者
（
S
）
に
存
在
し
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ

は（
17
）

非
存
在
者
（
S
）
に
つ
い
て
属
性
（
P
）
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
も
し
こ
れ

が
属
性
（
P
）
を
非
存
在
者
（
S
）
に
つ
い
て
否
定
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、

属
性
（
P
）
を
非
存
在
者
（
S
）
に
つ
い
て
否
定
す
る
と
き
、
事
態
は
そ
の
反
対
と
な

り
、
属
性
（
P
）
は
非
存
在
者
（
S
）
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ

は
全
く
の
誤
り
で
あ
る
（
2
の
否
定
）。

存
在
し
な
い
も
の
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
と
言
え
る
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
場
合
だ

け
で
あ
る
。
①
︹
知
の
対
象
で
あ
る
︺
概
念
が
魂
の
中
だ
け
に
現
成
し
て
お
り
、
い
か
な

る
外
的
事
物
も
指
示
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
知
ら
れ
て
い
る
も
の
と
魂
の
中
に
あ
る
も
の
と

が
同
一
で
あ
る
よ
う
な
場
合
。
②
表
象
さ
れ
て
い
る
二
つ
の
部
分
（
＝
命
題
の
主
辞
S
と

賓
辞
P
）
の
間
に
成
立
し
て
い
る
判
断
が
、
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
（
＝
こ
の
命
題
）
は
、

そ
の
自
然
本
性
に
照
ら
し
て
、
外
界
の
事
象
と
何
ら
か
の
可
知
的
関
係
を
も
ち
う
る
と
い

う
判
断
に
限
ら
れ
て
い
る
場
合
。
し
か
も
現
時
点
で
は
そ
の
よ
う
な
関
係
は
生
じ
て
お
ら

ず
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
何
も
知
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
な
場
合
。

さ
ら
に
、 

こ
う
し
た
見
解（
18
）
を
持
つ
人
々
に
よ
れ
ば
、
陳
述
さ
れ
た
り
知
ら
れ
た
り
す

る
も
の
の
中
に
は
、
非
存
在
の
状
態
に
お
い
て
︿
も
の
性
﹀（shay’īyah

）
を
も
た
な
い

事
物（
19
）

が
あ
る
。
そ
う
し
た
︹
彼
ら
の
矛
盾
し
た
︺
主
張
に
つ
い
て
知
り
た
い
と
望
む

者
は
、
か
か
ず
ら
う
価
値
も
な
い
彼
ら
の
饒
舌
を
参
照
す
る
が
よ
か
ろ
う
。

あ
れ
ら
の
人
々
が
陥
穽
に
は
ま
っ
た
の
は
、
次
の
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
た
め
で
あ

る
。
①
陳
述
は
、
た
と
え
個
物
の
中
（
外
界
）
に
存
在
し
な
い
と
し
て
も
、
魂
の
中
に
存

在
す
る
概
念
に
つ
い
て
な
さ
れ
る
。
②
概
念
に
つ
い
て
陳
述
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の

概
念
が
︹
外
界
の
︺
個
物
に
対
し
て
何
ら
か
の
関
係
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例

え
ば
、﹁
復
活
は
起
き
る
﹂
と
述
べ
る
と
き
、
あ
な
た
は
﹁
復
活
﹂
の
意
味
を
理
解
し
、
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﹁
起
き
る
﹂
の
意
味
を
理
解
し
た
上
で
、
魂
の
中
に
あ
る
﹁
起
き
る
﹂
を
魂
の
中
に
あ
る

﹁
復
活
﹂
に
述
語
づ
け
て
い
る
。︹
こ
の
よ
う
な
陳
述
が
可
能
で
あ
る
の
は
︺
こ
の
概
念

（
＝
復
活
）
が
第
二
の
概
念
―
―
思
惟
さ
れ
た
﹁
未
来
の
時
﹂
―
―
に
お
い
て
第
三
の
概

念
―
―
思
惟
さ
れ
た
﹁
存
在
﹂
―
―
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る（
20
）
。
こ
れ
と

同
様
の
推
論
が
過
去
の
事
柄
に
つ
い
て
も
行
わ
れ
て
い
る
。
以
上
か
ら
明
ら
か
に
、
陳
述

の
対
象
は
魂
の
中
に
何
ら
か
の
仕
方
で
存
在
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
真

の
意
味
で
の
陳
述
は
魂
の
中
に
存
在
す
る
も
の
を
対
象
と
し
、
附
帯
的
に
外
界
に
存
在
す

る
も
の
を
対
象
と
す
る
。

今
や
あ
な
た
は
、︿
も
の
﹀
が
ど
う
い
う
点
で
︿
在
る
﹀
や
︿
現
成
し
て
い
る
﹀
と
異

な
る
の
か
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
両
者
（
も
の
と
在
る
や
現
成
し
て
い
る
）
は
附
随
す

る
こ
と
を
理
解
し
た
で
あ
ろ
う
。

︿
現
成
し
て
い
る
も
の
﹀
は
現
成
し
て
い
る
が
存
在
し
て
い
な
い
と
か
、︿
も
の
﹀
の
属

性
は
存
在
す
る
も
の
で
も
存
在
し
な
い
も
の
で
も
な
い
場
合
が
あ
る
と
か
、﹁
よ
う
な
も

の
﹂（alladhī

）
と
﹁
と
こ
ろ
の
も
の
﹂（m

ā
）
は
︿
も
の
﹀
と
は
異
な
る
対
象
を
指
示
す

る
な
ど
と
主
張
す
る
輩
が
い
る
と
聞
い
て
い
る
。
し
か
し
彼
ら
は
判
別
能
力
を
持
つ
者
で

は
な
い
。
実
際
、
意
味
に
即
し
て
そ
れ
ら
の
語
の
判
別
に
と
り
か
か
る
な
ら
ば
、︹
彼
ら

の
無
能
力
ぶ
り
は
︺
直
ち
に
暴
露
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
我
々
は
次
の
よ
う
に
述
べ
よ
う
。
既
に
知
っ
て
い
る
よ
う
に（
21
）
、︿
在
る
﹀（
存

在
者
）
は
類
で
は
な
く
、
下
位
の
も
の
に
つ
い
て
等
し
く
語
ら
れ
る
も
の
で
も
な
く
、
先

後
関
係
に
そ
く
し
て
共
有
さ
れ
る
概
念
で
あ
る
。︿
在
る
﹀
は
ま
ず
実
体
と
し
て
の
﹁
何

で
あ
る
か
（
本
質
）﹂（m

āhīyah

）
に
つ
い
て
言
わ
れ
、
そ
の
次
に
実
体
よ
り
後
の
も
の

（
＝
附
帯
性
）
に
つ
い
て
言
わ
れ
る
。
ま
た
、︿
在
る
﹀
は
我
々
が
示
唆
し
た
よ
う
な
在
り

方
に
お
い
て
単
一
の
概
念
で
あ
り
、
我
々
が
先
に
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に（
22
）
、
そ
れ
に

固
有
の
附
帯
性
が
附
随
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、︿
在
る
﹀
に
は
、﹁
健
康
的
で
あ

る
﹂
と
言
わ
れ
る
も
の
の
全
体
に
一
つ
の
学
（
医
学
）
が
あ
る
の
と
同
様
に
、
そ
れ
を
扱

う
た
だ
一
つ
の
学
（
形
而
上
学
）
が
あ
る
。

︿
必
然
﹀︿
可
能
﹀︿
不
可
能
﹀
に
つ
い
て
も（
23
）（︿
在
る
﹀
や
︿
も
の
﹀
と
同
様
に
）
そ

の
様
態
を
真
の
意
味
で
教
示
（
定
義
）
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
記
号
︹
を
用
い
た
注

意
喚
起
︺
し
か
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
概
念
を
教
示
す
る
も
の
と
し

て
先
人
た
ち
か
ら
伝
え
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
す
べ
て
循
環
を
引
き
起
こ
す
と
言
っ
て
よ

い
。
と
い
う
の
も
、
論
理
学
の
諸
部
門
で
学
ん
だ
よ
う
に（
24
）
、
彼
ら
は
︿
可
能
﹀
を
定

義
し
よ
う
と
し
た
と
き
に
は
、
そ
の
定
義
に
︿
必
然
﹀
ま
た
は
︿
不
可
能
﹀
を
用
い
る
し

か
な
か
っ
た
し
、︿
必
然
﹀
を
定
義
し
よ
う
と
し
た
と
き
に
は
、
そ
の
定
義
に
︿
可
能
﹀
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ま
た
は
︿
不
可
能
﹀
を
用
い
た
。
さ
ら
に
、︿
不
可
能
﹀
を
定
義
し
よ
う
と
し
た
と
き
に

は
、
そ
の
定
義
に
︿
必
然
﹀
ま
た
は
︿
可
能
﹀
を
用
い
た
。
例
え
ば
、︿
可
能
﹀
を
定
義

し
て
﹁
必
然
で
は
な
い
こ
と
﹂
と
言
っ
た
り
、﹁
現
時
点
で
は
存
在
し
な
い
が
、
将
来
の

い
ず
れ
の
時
点
に
お
い
て
も
存
在
が
不
可
能
で
は
な
い
こ
と
﹂
と
言
っ
た
り
し
た
。
ま

た
、︿
必
然
﹀
を
定
義
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
と
き
に
は
、﹁
存
在
し
な
い
と
想
定
す
る
こ

と
が
可
能
で
な
い
こ
と
﹂
と
言
っ
た
り
、﹁
今
と
異
な
る
在
り
方
を
想
定
す
る
こ
と
が
不

可
能
で
あ
る
こ
と
﹂
と
言
っ
た
り
し
た
。
こ
う
し
て
、︿
必
然
﹀
の
定
義
に
︿
可
能
﹀
ま

た
は
︿
不
可
能
﹀
を
用
い
、︿
可
能
﹀
の
定
義
に
は
︿
必
然
﹀
ま
た
は
︿
不
可
能
﹀
を
用

い
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、︿
不
可
能
﹀
の
定
義
に
お
い
て
は
、﹁
不
可
能
と
は
存
在

し
な
い
こ
と
が
必
然
で
あ
る
こ
と
﹂
と
述
べ
て
そ
の
定
義
に
︿
必
然
﹀
を
用
い
る
か
、

﹁
存
在
す
る
こ
と
が
可
能
で
な
い
こ
と
﹂
と
述
べ
て
そ
の
定
義
に
︿
可
能
﹀
を
用
い
る
か
、

あ
る
い
は
こ
れ
ら
（
必
然
お
よ
び
可
能
）
と
同
等
の
別
の
語（
25
）
を
用
い
た
。

同
様
に
、﹁
不
可
能
と
は
そ
う
で
あ
る
こ
と
が
可
能
で
な
い
こ
と
﹂
と
か
﹁
そ
う
で
な

い
こ
と
が
必
然
で
あ
る
こ
と
﹂
と
言
わ
れ
、﹁
必
然
と
は
そ
う
で
な
い
こ
と
が
不
可
能
で

あ
る
こ
と
﹂
と
か
﹁
そ
う
で
な
い
こ
と
が
可
能
で
な
い
こ
と
﹂
と
言
わ
れ
、﹁
可
能
と
は
、

そ
う
で
あ
る
こ
と
も
な
い
こ
と
も
不
可
能
で
な
い
こ
と
﹂
と
か
﹁
そ
う
で
あ
る
こ
と
も
な

い
こ
と
も
必
然
で
な
い
こ
と
﹂
と
言
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
あ
な
た
も
見
る
通

り
、
明
ら
か
な
循
環
で
あ
る
。
そ
し
て
循
環
の
様
態
に
つ
い
て
は
、『
分
析
論
（
前

書
）』（
26
）
で
す
で
に
解
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
三
つ
の
︹
概
念
の
︺
う
ち
で
最
初
に
表
象
さ
れ
る
に
相
応
し
い
の
は
︿
必
然
﹀

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、︿
必
然
﹀
は
存
在
の
確
実
性
を
意
味
す
る
が
、
存
在
は
非
存
在
よ

り
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
︹
存
在
は
非
存
在
よ
り
よ
く
知
ら
れ
る
と

い
う
の
は
︺
存
在
は
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
が
、
非
存
在
は
あ
る
意
味
で
存
在
に

よ
っ
て
知
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

我
々
の
こ
れ
ま
で
の
説
明（
27
）
か
ら
、﹁
存
在
し
な
い
も
の
が
再
び
存
在
す
る
よ
う
に
な

る
（
復
活
す
る
）﹂
と
主
張
す
る
者（
28
）

の
誤
り
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、︹
も
し

そ
う
な
ら
ば
︺
存
在
し
な
い
も
の
は
存
在
が
述
語
づ
け
ら
れ
る
最
初
の
も
の
と
な
る
か
ら

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
非
存
在
者
（
A
）
が
復
活
す
る
と
き
、
存
在
し
な
い
も
の
（
非
存
在

者
A
）
に
代
わ
っ
て
そ
の
類
似
（
B
）
が
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
非
存
在
者
（
A
）
と
類

似
物
（
B
）
と
の
間
に
は
区
別
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
類
似
物
（
B
）
が
非
存

在
者
（
A
）
と
異
な
る
の
は
、
類
似
物
（
B
）
は
存
在
し
な
く
な
っ
た
も
の
で
は
な
く
、

存
在
し
な
い
と
い
う
状
態
に
お
い
て
非
存
在
者
（
A
）
と
異
な
る
か
ら
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
非
存
在
者
（
A
）
は
、
我
々
が
先
の
箇
所
で
示
唆
し
た
よ
う
な
仕
方
で
（
＝
魂
の
中
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で
表
象
さ
れ
る
も
の
と
し
て
）
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
な
る（
29
）
。

（
30
）

ま
た
、
存
在
し
な
い
も
の
（
非
存
在
者
）
が
再
び
存
在
す
る
よ
う
に
な
る
と
き
、

非
存
在
者
が
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
た
（
＝
非
存
在
者
が

か
つ
て
も
っ
て
い
た
）
す
べ
て
の
特
性
も
復
活
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
時
（w

aqt

）
も
そ

の
よ
う
な
特
性
の
一
つ
で
あ
る
。
だ
が
、
時
が
復
活
す
る
と
す
れ
ば
、
非
存
在
者
は
復
活

し
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
復
活
者
と
は
︹
そ
れ
が
最
初
に
存
在
し
て

い
た
時
と
は
別
の
︺
第
二
の
時
に
お
い
て
存
在
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
非
存
在
者
と
、
そ
の
非
存
在
者
と
共
に
あ
っ
た
す
べ
て
の
非
存
在
者
（
＝
特
性
）
の

復
活
を
認
め
る
な
ら
ば
―
―
①
時
は
存
在
と
非
存
在
を
本
質
と
す
る
も
の
で
あ
る
に
せ

よ
、
②
彼
ら
（
＝
ム
ウ
タ
ズ
ィ
ラ
派
）
の
主
張
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
あ
る
存

在
者
と
あ
る
偶
有
（ʻaraḍ
）
と
の
一
致
で
あ
る
に
せ
よ（
31
）

―
―
時
と
様
々
な
状
況
の
復

活
を
認
め
る
こ
と
に
な
り
、
し
た
が
っ
て
︹
過
去
の
︺
時
と
︹
現
在
の
︺
時
︹
の
区
別
︺

は
な
く
な
り
、
復
活
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う（
32
）
。

だ
が
知
性
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
（
＝
ム
ウ
タ
ズ
ィ
ラ
派
の
言
う
復
活
）
を
説
明
の
必
要

も
な
い
ほ
ど
き
っ
ぱ
り
と
拒
絶
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
に
つ
い
て
言
わ
れ
て
い
る
事
柄
は
み

な
︹
第
一
の
師
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
︺
教
説
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
。
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【
註
】

（
1
）﹁
第
一
の
諸
区
分
﹂
と
は
、
本
章
の
［
22
］
か
ら
［
24
］
で
論
じ
ら
れ
る
﹁
必
然
﹂﹁
可
能
﹂

﹁
不
可
能
﹂
を
指
す
。

（
2
）maw

jūd 

はw
ajada

（
見
出
す
）
の
受
動
分
詞
（
見
出
さ
れ
て
い
る
）
で
、
哲
学
的
文
脈
で
は

﹁
存
在
す
る
（
在
る
）﹂（
動
詞
）
お
よ
び
﹁
存
在
す
る
も
の
（
存
在
者
）﹂（
名
詞
）
の
二
つ
の
意
味

を
含
み
も
つ
（Lat., ens; Eng., existent; Fr., existant; It., esistente

）。
以
下
、
文
脈
に
応
じ
て

﹁
在
る
﹂﹁
存
在
す
る
﹂﹁
存
在
者
﹂
な
ど
と
訳
し
分
け
、
必
要
に
応
じ
て
原
語
を
添
え
る
。

（
3
）shay’

は
物
と
事
の
両
方
を
含
意
す
る
包
括
的
な
概
念
で
あ
る
。
以
下
で
は
こ
の
意
味
で
﹁
も

の
﹂
を
使
用
す
る
。

（
4
）
知
は
表
象
知
（
概
念
）
と
判
断
知
（
命
題
）
と
に
分
け
れ
ら
る
。
こ
こ
で
の
﹁
判
断
﹂
と
は
、
あ

る
命
題
が
真
で
あ
る
と
す
る
判
断
な
い
し
確
信
を
い
う
。

（
5
）
本
巻
第
八
章
で
論
じ
ら
れ
る
﹁
排
中
律
﹂
な
ど
の
公
理
。
ま
た
、
学
の
構
造
と
諸
原
理
に
つ
い

て
は
『
分
析
論
後
書
』
第
二
巻
第
五
章
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
6
）
表
象
知
と
も
言
わ
れ
、
命
題
を
構
成
す
る
名
辞
の
表
象
な
い
し
表
象
内
容
を
い
う
。

（
7
）
カ
イ
ロ
版
のal- shay’ al- w

āḥid

に
代
え
て
、
B
，I
，N
のal- shay’ w

a- al- w
āhid

を
採
用
す

る
。
な
お
、︿
一
﹀
に
つ
い
て
は
本
章
で
は
な
く
第
三
巻
の
第
二
、三
、六
章
で
論
じ
ら
れ
る
。

（
8
）
カ
イ
ロ
版
のy- q- w

- m

に
代
え
て
、
B
，I
，N
のyaqūl

を
採
用
す
る
。

（
9
）
カ
イ
ロ
版w

ujūd

で
な
く
、
B
，I
，N
に
従
っ
てm

aw
jūd

を
採
用
す
る
。

（
10
）
こ
こ
で
﹁
確
定
し
て
い
る
﹂﹁
現
成
し
て
い
る
﹂
と
訳
し
た
語
は
、
そ
れ
ぞ
れEng., estab-

lished/ realized; Fr., établi/ acquis; It., stabilito/ realizzato

と
現
代
語
訳
さ
れ
て
い
る
。

（
11
）am

r, m
ā, alladhī

な
ど
［
6
］［
7
］
で
検
討
さ
れ
た
名
辞
を
指
す
。

（
12
）
ア
ラ
ビ
ア
語
のm

ā

（
何
で
あ
る
か
？
） + huw

a

（
そ
れ
） + īya

（
と
い
う
こ
と
）
か
ら
の
造
語
。

ラ
テ
ン
哲
学
で
はquidditas/ quiddity

﹁
何
性
﹂
な
ど
と
訳
さ
れ
る
。［
9
］
で
は
、﹁
事
物
が

そ
れ
に
拠
っ
て
そ
の
事
物
と
し
て
あ
る
よ
う
な
本
質
﹂
と
か
﹁
事
物
が
そ
れ
に
基
い
て
︹
そ
の

事
物
と
し
て
︺
あ
る
よ
う
な
本
質
﹂
と
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
こ
の
﹁
何
で
あ

る
か
﹂
に
対
す
る
答
え
が
﹁
実
体
﹂
な
い
し
そ
の
説
明
方
式
と
し
て
の
﹁
定
義
﹂
で
あ
る
。

（
13
）
B
，I
，N
に
従
っ
てḥaqīqat ā

の
後
ろ
にḥaqīqatun

を
補
っ
て
読
む
。

（
14
）
カ
イ
ロ
版al-w

ujūd

で
は
な
く
、al-m

aw
jūd

の
バ
リ
ア
ン
ト
を
採
用
す
る
。

（
15
）
評
価
能
力
（w

ahm

）
と
は
、
人
間
で
は
知
性
（ʻaql

）
の
前
段
階
に
あ
る
内
部
感
覚
の
一
つ
を
指

す
。
個
物
の
う
ち
に
存
在
す
る
形
相
は
外
部
感
覚
（
触
覚
・
視
覚
・
聴
覚
・
嗅
覚
・
味
覚
）
に

よ
っ
て
知
覚
さ
れ
た
後
に
、
表
象
能
力
の
う
ち
に
蓄
え
ら
れ
、
想
像
力
に
よ
っ
て
加
工
（
結
合

や
分
離
）
さ
れ
、
評
価
能
力
に
よ
っ
て
意
味
を
付
与
さ
れ
、
さ
ら
に
形
相
と
意
味
の
複
合
体
が

記
憶
力
に
よ
っ
て
保
存
さ
れ
る
。﹁
評
価
能
力
の
う
ち
に
在
る
﹂
と
は
、
以
上
の
よ
う
な
、
個

別
的
形
相
の
魂
の
う
ち
で
の
存
在
様
態
を
意
味
す
る
。
イ
ブ
ン
・
ス
ィ
ー
ナ
ー
に
お
け
る
感
覚

論
に
つ
い
て
は
、
小
林
春
夫
訳
註
『
救
済
の
書
』
霊
魂
論
（『
中
世
思
想
原
典
集
成
』
第
十
一

巻
、
イ
ス
ラ
ー
ム
哲
学
、
上
智
大
学
中
世
思
想
研
究
所
編
、
二
○
○
○
年
所
収
）
を
参
照
。

（
16
）﹁
そ
れ
﹂（huw

a

）
は
ア
ラ
ビ
ア
語
の
三
人
称
単
数
代
名
詞
（
そ
れ
、
彼
）
で
あ
る
。
文
の
主
語

（
陳
述
対
象
）
と
な
る
場
合
―
―
﹁
そ
れ
は
犬
で
あ
る
﹂﹁
彼
は
学
生
で
あ
る
﹂
等
―
―
と
、
英

語
のbe

動
詞
の
よ
う
に
繋
辞
（
コ
プ
ラ
）
と
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
―
―
﹁A

 is （= huw
a

） B

﹂

が
あ
る
。
後
者
の
場
合
も
、huw

a

を
主
語
A
の
代
名
詞
と
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

（
17
）
カ
イ
ロ
版
のhiya

で
は
な
くhuw

a

の
バ
リ
ア
ン
ト
（
＝
N
）
を
採
用
し
、
直
前
の
文
の
内
容
を

受
け
る
も
の
と
す
る
。

（
18
）
本
章
［
12
］
で
導
入
さ
れ
た
、﹁
も
の
4

4

は
絶
対
的
な
意
味
で
存
在
し
な
い
場
合
が
あ
り
う
る
﹂

と
い
う
見
解
。
ム
ウ
タ
ズ
ィ
ラ
派
に
帰
せ
ら
れ
る
。

（
19
）
さ
ら
に
一
部
の
ム
ウ
タ
ズ
ィ
ラ
派
は
、﹁
存
在
し
な
い
も
の
﹂
を
存
在
が
﹁
可
能
な
も
の
﹂

（m
um

kin

）
と
﹁
不
可
能
な
も
の
﹂（m

um
taniʻ

）
に
分
け
、
後
者
に
つ
い
て
は
知
る
こ
と
語
る

こ
と
は
で
き
る
が
︿
も
の
﹀
で
あ
る
と
は
認
め
な
い
。
だ
が
、
も
し
こ
の
主
張
を
認
め
る
な

ら
、
知
り
語
る
た
め
に
は
―
―
絶
対
的
な
意
味
で
存
在
し
な
い
と
し
て
も
―
―
︿
も
の
﹀
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
先
の
主
張
と
矛
盾
す
る
。N

arāqī, p. 265

、Ṣadrā, ed. Iṣfahānī, p. 
159, 161

を
参
照
。

（
20
）﹁
復
活
は
起
き
る
﹂
と
述
べ
る
と
き
、﹁
復
活
﹂﹁
未
来
の
時
﹂﹁
存
在
（
生
起
）﹂
と
い
う
三
つ

の
概
念
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
こ
の
陳
述
が
成
立
す
る
（
真
偽
値
を
と
る
）
た
め
に
は
、
こ
の
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陳
述
が
外
界
の
事
象
（
個
物
）
と
何
ら
か
の
関
係
（
対
応
関
係
）
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま

り
、﹁
復
活
﹂
が
特
定
の
﹁
未
来
の
時
﹂
に
お
い
て
﹁
存
在
（
生
起
）﹂
す
る
か
、
し
な
い
か
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
21
）
こ
こ
で
、
以
下
の
議
論
に
関
連
す
る
先
行
箇
所
を
訳
出
し
て
お
こ
う
。

　 

　

 
種
の
種
（
最
下
の
種
）
の
下
に
も
、
種
で
は
な
い
が
普
遍
的
な
基
体
が
あ
る
。
例
え
ば
﹁
人

間
﹂
の
下
に
﹁
書
記
﹂
や
﹁
水
夫
﹂
や
﹁
ト
ル
コ
人
﹂
が
い
る
よ
う
に
。
こ
れ
と
同
様
に
類

の
類
（
最
高
類
＝
カ
テ
ゴ
リ
ー
）
の
上
に
も
、
類
で
は
な
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
類
の
類
（
カ
テ

ゴ
リ
ー
）
が
共
有
す
る
そ
れ
ら
に
附
随
す
る
概
念
―
―
存
在
や
附
帯
性
―
―
が
あ
っ
て
も
差

し
支
え
な
い
。（『
入
門
』
第
一
巻
第
一
一
章M

adkhal, I-11, p. 64, 4-9)

  

　

 ︹
複
数
の
事
物
に
関
し
て
︺
意
味
そ
の
も
の
は
一
つ
で
あ
る
が
、
そ
の
後
で
（
＝
別
の
観
点
か

ら
）
多
義
的
で
あ
る
場
合
が
あ
る
。
例
え
ば
﹁
存
在
﹂
が
そ
う
で
あ
る
。
存
在
の
意
味
は
複

数
の
事
物
に
お
い
て
一
つ
で
あ
る
が
、
多
義
的
で
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
存
在
は
複
数
の

事
物
に
関
し
て
、
す
べ
て
の
面
に
お
い
て
同
一
の
在
り
方
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
も
の
は
先
に
存
在
し
、
別
の
も
の
は
そ
の
後
で
存
在
す
る
の
で
あ

る
。
例
え
ば
、
実
体
の
存
在
は
後
の
も
の
（
＝
附
帯
性
）
の
存
在
よ
り
も
先
で
あ
り
、
あ
る

附
帯
性
の
存
在
は
他
の
附
帯
性
の
存
在
よ
り
も
先
で
あ
る
。
こ
れ
が
先
後
関
係
に
よ
る
︹
多

義
性
で
あ
る
︺。

 

　

 　

同
様
に
、
優
先
性
（aw

lā

）
と
適
合
性
（aḥrā

）
に
よ
っ
て
多
義
的
で
あ
る
場
合
が
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
あ
る
も
の
は
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
存
在
し
、
別
の
も
の
は
他
の
も
の
に
よ
っ

て
存
在
す
る
が
、
そ
れ
自
体
に
よ
る
存
在
者
は
他
に
よ
る
存
在
者
よ
り
も
存
在
に
相
応
し
い

か
ら
で
あ
る
。

 

　

 　

ま
た
強
（shiddah

）
弱
（ḍuʻf

）
に
よ
っ
て
多
義
的
で
あ
る
場
合
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
白
さ

の
よ
う
に
強
弱
を
受
け
入
れ
る
も
の
に
つ
い
て
の
み
妥
当
す
る
。
例
え
ば
、
雪
の
う
ち
に
あ

る
も
の
に
つ
い
て
言
わ
れ
る
白
さ
と
象
牙
の
う
ち
に
あ
る
も
の
に
つ
い
て
言
わ
れ
る
白
さ
と

は
、
絶
対
的
な
意
味
で
同
義
的
で
は
な
い
。（
…
）

 

　

 　

単
独
で
抽
出
す
れ
ば
一
つ
の
概
念
だ
が
、
す
べ
て
の
点
で
一
つ
の
概
念
で
は
な
く
、
そ
の

語
を
共
有
す
る
複
数
の
事
物
に
お
い
て
似
通
っ
た
意
味
を
も
つ
よ
う
な
語
を
類
比
語
（ism

 

m
ushakkak

、
曖
昧
語
）
と
呼
ぶ
。（
…
）
類
比
語
は
絶
対
的
（
非
限
定
的
）
な
意
味
で
類
比
的

で
あ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
本
も
（
手
術
用
の
）
メ
ス
も
薬
も
﹁
医
学
的
﹂
と
言
わ
れ
る
よ
う

に
、
一
つ
の
始
原
と
の
関
係
に
お
い
て
類
比
的
で
あ
る
場
合
も
、
薬
も
体
操
も
瀉
血
も
﹁
健

康
的
﹂
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
あ
る
目
的
と
の
関
係
に
お
い
て
類
比
的
で
あ
る
場
合
も
、
さ

ら
に
は
す
べ
て
の
物
事
が
﹁
神
的
﹂
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
一
つ
の
始
原
お
よ
び
目
的
と
の

関
係
に
お
い
て
類
比
的
で
あ
る
場
合
が
あ
る
。（『
カ
テ
ゴ
リ
ー
』
第
一
巻
第
二
章M

aqūlāt, 

I-2, pp. 10.8-11.7)

 

　

 

存
在
は
﹁
何
で
あ
る
か
﹂（
本
質
）
に
、
あ
る
時
は
個
物
に
お
い
て
附
随
し
、
あ
る
時
は
頭
の

中
で
附
随
す
る
。
ま
た
明
ら
か
に
、︿
在
る
﹀
と
い
う
語
は
一
〇
（
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
）
に
同
義

的
に
適
合
す
る
の
で
は
な
い
し
、
も
し
仮
に
適
合
す
る
と
し
て
も
﹁
何
で
あ
る
か
﹂
の
構
成

要
素
で
は
な
い
か
ら
、
存
在
は
類
で
は
な
い
。︿
在
る
﹀
が
類
で
は
な
い
こ
と
の
証
明
と
し

て
、
次
の
よ
う
な
有
名
な
回
答
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
も
し
︿
在
る
﹀
が
類
で
あ
る
な
ら

ば
、
種
差
は
存
在
す
る
か
存
在
し
な
い
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
種
差
は
存
在
す

る
（
＝
種
差
に
類
を
述
語
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
）
と
す
る
な
ら
、
種
に
は
類
が
述
語
づ
け

ら
れ
る
か
ら
、
種
差
は
種
と
同
じ
立
場
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
種
差
は
存
在
し
な
い

と
す
る
な
ら
ば
、
種
差
は
い
か
に
し
て
︹
類
を
種
に
︺
分
割
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う

か
。（『
カ
テ
ゴ
リ
ー
』
第
二
巻
第
一
章M

aqūlāt, II-1, p. 62, 3-9

）

（
22
）
同
巻
第
二
章
［
13
］
で
は
、︿
在
る
﹀（
存
在
者
）
に
は
一
と
多
、
可
能
態
と
現
実
態
、
普
遍
と

個
別
、
可
能
と
必
然
な
ど
が
﹁
固
有
の
附
帯
性
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
﹂
附
帯
す
る
と
言
わ
れ

て
い
た
。
こ
こ
で
は
や
や
簡
略
化
さ
れ
た
言
い
方
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
先
の
議
論
を
踏
ま
え

て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
な
お
、
第
二
章
［
13
］
の
註
47
を
再
度
確
認
さ
れ
た
い
。

（
23
）
以
下
で
は
、﹁
必
然
﹂
に
はw

ājib

ま
た
はḍarūrī

が
、﹁
不
可
能
﹂
に
はm

um
taniʻ

ま
た
は

m
uḥāl

が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
議
論
の
内
容
に
は
直
接
影
響
し
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、

個
々
に
注
記
す
る
こ
と
は
し
な
い
。

（
24
）
本
段
落
と
次
の
段
落
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
循
環
論
的
教
示
に
つ
い
て
は
、『
命
題
論
』
第
二
巻

第
四
章
（ʻIbārah, pp. 116-119

）、『
分
析
論
前
書
』
第
二
巻
第
四
章
（Q

iyās, p. 164

）、『
分
析

論
後
書
』
第
二
巻
第
一
章
（Burhān, p. 120

）
な
ど
の
例
を
参
照
せ
よ
。

（
25
）
必
然ḍarūrī

の
類
義
語
で
あ
るw

ājib

や
、
可
能m

um
kin

の
類
義
語
で
あ
るjā’iz

な
ど
の
語
。

N
arāqī, p. 280

を
参
照
。

（
26
）『
分
析
論
前
書
』
第
九
巻
第
一
二
章
を
参
照
。

（
27
）tafahhum

i- nā

に
代
え
て
B
，I
，N
のtafhīm

i- nā

を
採
用
す
る
。

（
28
）
ム
ウ
タ
ズ
ィ
ラ
派
の
﹁
肉
体
の
復
活
﹂
に
関
連
す
る
議
論
と
思
わ
れ
る
。
彼
ら
の
主
張
に
よ
れ

ば
、
人
間
の
肉
体
は
死
ん
で
存
在
し
な
く
な
っ
て
も
、
そ
れ
は
も
の
4

4

と
し
て
存
続
し
て
お
り
、

そ
れ
に
再
び
存
在
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
で
復
活
が
成
就
す
る
。M

arm
ura (tr.), p. 387, n.13

を

参
照
。

（
29
）
こ
の
段
落
の
解
釈
に
は
曖
昧
な
点
が
残
る
。
例
え
ば
、
マ
ル
ム
ラ
は
﹁
存
在
し
な
い
も
の
が
再

び
存
在
す
る
よ
う
に
な
る
（
復
活
す
る
）﹂
以
下
を
論
敵
の
一
連
の
主
張
と
し
、﹁
な
ぜ
な
ら
、

存
在
し
な
い
も
の
は
存
在
が
述
語
づ
け
ら
れ
る
最
初
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
非
存

在
者
（
A
）
が
復
活
す
る
と
き
、
存
在
し
な
い
も
の
（
非
存
在
者
A
）
に
代
わ
っ
て
そ
の
類
似
物
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（
B
）
が
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
非
存
在
者
（
A
）
と
類
似
物
（
B
）
と
の
間
に
は
区
別
が
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
時
、
類
似
物
（
B
）
し
か
存
在
し
な
い
と
す
れ
ば
、
非
存
在
者
（
A
）
と
類

似
物
（
B
）
は
区
別
さ
れ
る
が
、
そ
の
区
別
は
単
に
類
似
物
（
B
）
は
存
在
し
な
く
な
っ
た
も
の

で
は
な
く
、
非
存
在
者
（
A
）
は
そ
の
非
存
在
の
状
態
に
お
い
て
類
似
物
（
B
）
と
異
な
っ
て
い

る
か
ら
に
す
ぎ
な
い
。﹂
と
訳
し
た
上
で
、﹁
だ
が
︹
こ
の
よ
う
に
主
張
す
る
な
ら
︺
非
存
在
者

（
A
）
は
、
我
々
が
先
の
箇
所
で
示
唆
し
た
よ
う
な
仕
方
で
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。﹂
を

イ
ブ
ン
・
ス
ィ
ー
ナ
ー
の
反
論
と
と
っ
て
い
る
。M

arm
ura (tr.), pp. 28-29, 387-389 (note 

13)

お
よ
び
そ
の
解
説
と
し
て
次
を
参
照
。M

. M
arm

ura, “Avicenna on Prim
ary C

oncepts in 

the M
etaphysics of his al-Shifā’, ” in R

. Savory &
 D

. A
. A

guis ( eds.), Logos Islam
ikos: 

Studia Islam
ica in honorem

 G
eorgii M

ichaelis W
ickens, Toronto 1984, pp. 219-239 (= M

. 

M
arm

ura, Probing in Islam
ic Philosophy: Studies in the Philosophies of Ibn Sina, al-

G
hazali and O

ther M
ajor M

uslim
 Thinkers, N

ew
 York 2005, pp.149-169).

 

　

こ
れ
に
対
し
て
ベ
ル
ト
ラ
ッ
チ
は
、﹁
存
在
し
な
い
も
の
が
再
び
存
在
す
る
よ
う
に
な
る
（
復

活
す
る
）。
な
ぜ
な
ら
、
存
在
し
な
い
も
の
は
存
在
が
述
語
づ
け
ら
れ
る
最
初
の
も
の
だ
か
ら

で
あ
る
。﹂
ま
で
を
論
敵
の
主
張
と
し
、
そ
れ
以
降
を
イ
ブ
ン
・
ス
ィ
ー
ナ
ー
の
反
論
と
と
っ

て
い
る
。
拙
訳
で
は
、﹁
存
在
し
な
い
も
の
が
存
在
す
る
よ
う
に
な
る
（
復
活
す
る
）﹂
だ
け
を

論
敵
の
主
張
と
し
、
そ
れ
以
降
を
イ
ブ
ン
・
ス
ィ
ー
ナ
ー
の
反
駁
と
す
る
。

 

　

依
然
と
し
て
曖
昧
さ
は
払
拭
で
き
て
い
な
い
が
、
批
判
の
要
点
は
︿
も
の
﹀
が
非
存
在
の
状

態
か
ら
存
在
の
状
態
へ
と
移
行
す
る
と
い
う
ム
ウ
タ
ズ
ィ
ラ
派
の
主
張
で
あ
る
。
こ
れ
と
類
似

し
た
問
題
を
論
じ
て
い
る
箇
所
を
以
下
に
訳
出
し
て
お
く
。

 

　

 

健
全
な
知
性
は
以
下
の
よ
う
に
判
断
す
る
。
消
滅
し
存
在
し
な
く
な
っ
た
も
の
は
す
で
に
消

滅
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
復
活
（ʻaw

d

）
と
は
、
確
定
し
存
在
し
て
い
る
も
の
が
、
も
と

あ
っ
た
状
態
と
類
似
し
た
状
態
に
戻
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
状
態
に
あ
る
こ

と
、
ま
た
は
そ
れ
と
類
似
し
た
別
の
状
態
に
あ
る
こ
と
が
確
定
し
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て

は
、
復
活
は
な
い
。
存
在
し
な
く
な
っ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、︹
存
在
し
な
く
な
っ
た
も
の
︺

そ
の
も
の
で
は
な
く
そ
の
類
似
物
が
生
じ
る
に
す
ぎ
な
い
。
以
上
の
判
断
は
疑
う
余
地
が
な

い
。（『
探
求
』M

ubāḥathāt, § 423, p. 104

）

（
30
）
マ
ル
ム
ラ
は
［
25
］
段
落
末
尾
の
﹁
非
存
在
者
（
A
）
は
、
我
々
が
先
の
箇
所
で
示
唆
し
た
よ

う
な
仕
方
で
（
＝
魂
の
中
で
表
象
さ
れ
る
も
の
と
し
て
）
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
﹂
か
ら
イ

ブ
ン
・
ス
ィ
ー
ナ
ー
の
反
論
が
始
ま
る
と
し
、
こ
の
文
を
含
め
て
［
26
］
段
落
と
し
て
い
る
。

（
31
）
例
え
ば
、﹁
太
陽
が
昇
る
時
、
到
着
し
た
。﹂
と
い
う
言
明
に
お
い
て
、﹁
時
﹂
と
は
﹁
到
着
﹂

と
﹁
太
陽
の
上
昇
﹂
と
の
一
致
を
示
す
関
係
概
念
で
あ
る
。

（
32
）
こ
の
段
落
の
議
論
と
関
連
す
る
箇
所
を
次
に
訳
出
し
て
お
く
。

 

　

 

時
と
は
そ
れ
に
よ
っ
て
時
（
時
刻
）
が
定
め
ら
れ
る
偶
有
に
他
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
す
べ

て
の
偶
有
の
復
活
を
認
め
る
者
は
、
あ
る
時
に
存
在
す
る
事
物
の
復
活
と
と
も
に
そ
の
時
の

復
活
も
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
事
物
と
時
は
数
的
に
一
つ
で
あ
っ

て
、
こ
こ
に
は
復
活
は
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
復
活
に
は
数
的
に
二
つ
の
時

が
必
要
で
あ
っ
て
、
単
一
の
時
に
在
る
も
の
は
復
活
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ

る
。（『
探
求
』M

ubāḥathāt, § 422, p. 104

）
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ア
ラ
ビ
ア
語
語
根
索
引

こ
の
索
引
は
『
治
癒
』
形
而
上
学
ア
ラ
ビ
ア
語
テ
ク
ス
ト
（
第
一
巻
第
五
章
）
に
出
現

す
る
重
要
語
彙
を
ア
ラ
ビ
ア
語
の
語
根
に
よ
り
配
列
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
語

彙
の
下
に
テ
ク
ス
ト
中
に
出
現
す
る
語
形
を
挙
げ
、
対
応
す
る
訳
語
を
添
え
た
。
出
典
は

テ
ク
ス
ト
C
の
頁
数
と
行
数
で
示
し
た
。

b-d-ʼ  
—

 m
abādiʼ

﹁
諸
原
理
﹂29.13

 
 

—
 m

abādiʼ aw
w

alīyah

﹁
第
一
の
諸
原
理
﹂29.7 

th-b-t 
—

 ithbāt

﹁
確
定
﹂31.11

j-n-s  
—

 jins

﹁
類
﹂34.15

j-w
-h-r 

—
 jaw

har

﹁
実
体
﹂34.18

ḥ-d-d  
—

 ḥadd

﹁
定
義
﹂30.19, 35.6, 35.7, 35.8, 35.14

ḥ-q-q  
—

  ḥaqīqah

﹁
本
質
﹂30.6, 30.8, 31.6, 31.9, 31.10, 31.11, 31.12, 31.13, 31.14, 

31.15, 31.16, 31.17, 32.1, 36.15

 
 

—
 ḥaqīqīyan

﹁
真
の
意
味
で
﹂30.16

 
 

—
 ḥaqq

﹁
正
し
い
﹂32.6

 
 

—
 m

uḥaqqiq

﹁
真
の
意
味
で
﹂35.3

 
 

—
 m

utaḥaqqiq

﹁
確
定
し
て
い
る
﹂ 32.12

 
 

—
 bi-al-ḥaqīqah

﹁
真
の
意
味
で
﹂29.14, 29.18, 30.17

 
 

—
 fī al- al-ḥaqīqah

﹁
真
の
意
味
で
﹂34.8

 
 

—
 m

in ḥaqīqah

﹁
本
質
的
に
﹂30.6

ḥ-w
-l  

—
 m

uḥāl ﹁
不
可
能
﹂33.6, 35.6, 35.7, 35.8, 35.13, 35.14, 35.15, 35.18

kh-ṣ-ṣ 
—

 khāṣṣah

﹁
固
有
の
﹂31.10

 
 

—
 khaw

āṣṣ

﹁
特
性
﹂36.12, 36.13

dh-w
 

—
 bi-dhātihi

﹁
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
﹂36.6

 
 

—
 li-dhātihā

﹁
そ
れ
（
ら
）
自
体
に
よ
っ
て
﹂29.7, 29, 14

r-d-f  
—

 m
urādifah

﹁
同
義
語
﹂30.15, 31.3

sh-y-ʼ 
—

 shayʼ

﹁
も
の
・
事
物
﹂passim

 
 

—
 shayʼīyah ﹁

も
の
性
﹂33.17

ṣ-d-q  
—

 taṣdīq

﹁
判
断
﹂29.7, 29.8, 33.13

ṣ-w
-r  

—
 ṣūrah

﹁
形
相
﹂32.11, 32.15

 
 

—
 taṣaw

w
ur

﹁
概
念
﹂29.13, 30.1

 
 

—
  m

utaṣaw
w

ar(ah)  ﹁
表
象
さ
れ
る
（
も
の
）・
表
象
さ
れ
て
い
る
﹂　29.14, 30.3, 

31.2, 32.10, 32.11, 33.14

ḍ-r-r  
—

 al-ḍarūrī

﹁
必
然
﹂29.5, 35.6, 35.7, 35.8, 35.9, 35.11, 35.14, 35.15

ṭ-b-ʻ  
—

 ṭibāʻ

﹁
自
然
本
性
﹂33.14

ṭ-l-q   
—

  m
uṭlaqan  ﹁
絶
対
的
（
非
限
定
的
）
な
仕
方
で
・
絶
対
的
な
意
味
で
﹂　31.12, 32.13

 
 

—
 ʻalā al-iṭlāq  ﹁
絶
対
的
（
非
限
定
的
）
な
意
味
で
﹂32.7

ʻ-d-m
 

—
 ʻadam

  ﹁
存
在
し
な
い
・
非
存
在
﹂ 33.17, 35.15, 36.5, 36.6, 36.10

 
 

—
  m

aʻdūm
 ﹁

存
在
し
な
い
（
も
の
）・
非
存
在
者
﹂ 32.7, 32.8, 32.9, 32.12, 32.15, 

32.16, 32.17, 32.18, 33.1, 33.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.9, 33.10, 33.11, 34.2, 

34.12, 35.9, 35.11, 36.7, 36.8, 36.10, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15

ʻ-r-ḍ  
—

 ʻaraḍ

﹁
偶
有
﹂36.16

 
 

—
 ʻaw

āriḍ

﹁
附
帯
性
﹂35.1

 
 

—
 bi-al-ʻaraḍ

﹁
附
帯
的
に
﹂34.9

ʻ-r-f   
—

 m
aʻrifah

﹁
認
識
﹂29.9

 
 

—
 taʻrīf ﹁

教
示
﹂29.9, 29.12, 30.13, 30.16, 35.3, 35.4

ʻ-q-l  
—

 ʻaql

﹁
知
性
﹂32.4, 36.18

ʻ-l-l  
—

 ʻillah

﹁
理
由
﹂29.12, 29.16

ʻ-l-m
 

—
 ʻilm

﹁
知
識
、
学
﹂29.10, 35.2

ʻ-w
-d 

—
 ʻaw

d

﹁
復
活
﹂36.17

 
 

—
 iʻādah

﹁
復
活
﹂36.14

 
 

—
 m

uʻād

﹁
復
活
・
復
活
者
﹂36.13, 36.14 

ʻ-n-y  
—

  m
a ʻnan

﹁
意
味
、
概
念
﹂29.5, 29.17, 30.18, 30.19, 31.2, 31.3, 31.4, 31.5, 31.7, 

31.8, 31.13, 32.2, 32.3, 32.17, 33.12, 34.1, 34.2, 34.5, 34.6, 34.16, 34.17

gh-r-z  
—

 gharīzah

﹁
本
能
﹂29.11

f-ʻ- 
l 

—
 fāʻil

﹁
能
動
的
（
で
あ
る
こ
と
）﹂30.6, 30.8, 30.9

 
 

—
 m

unfaʻil

﹁
受
動
的
（
で
あ
る
こ
と
）﹂30.7, 30.8, 30.9

q-s-m
 

—
 aqsām

﹁
区
分
、
下
位
区
分
﹂29.3, 30.7

q-w
-m

  
—

 qiyām

﹁
復
活
﹂34.3, 34.4

m
āhīyah 

—
 ﹁

何
で
あ
る
か
﹂31.10, 34.17

m
-k-n 

—
 m

um
kin

﹁
可
能
﹂35.3, 35.6, 35.7, 35.8, 35.9, 35.12, 35.13, 35.15, 36.1

m
-n-ʻ  

—
 m

um
taniʻ

﹁
不
可
能
﹂35.3, 35.17, 35.18

m
-y-z  

—
 tam

yīz

﹁
判
別
﹂34.14

 
 

—
 m

um
ayyizīn

﹁
判
別
能
力
を
持
つ
者
﹂34.14

n-b-h  
—

 tanbīh

﹁
注
意
喚
起
﹂29.4, 29.15, 30.16, 31.1

 
 

—
 m

unabbih

﹁
注
意
喚
起
﹂29.11

w
-j-b 

—
 w

ājib
﹁
必
然
﹂35.3, 35.18, 36.2, 36.4, 36.5

w
-j-d 

—
  m

aw
jūd

﹁
在
る
（
も
の
）（
存
在
者
）・
存
在
す
る
（
も
の
）・
存
在
し
て
い
る
﹂
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29.3, 29.5, 30.4, 30.6, 30.7, 30.8, 31.2, 31.12, 31.16, 31.17, 32.3, 32.4, 32.18, 

33.1, 33.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8, 33.9, 34.8, 34.9, 34.10, 34.12, 

34.15, 36.10, 36.16

 
 

—
  w

ujūd

﹁
存
在
・
存
在
す
る
﹂31.8, 31.11, 32.13, 33.11, 34.2, 34.6, 34.8, 36.5, 

36.6, 36.8, 36.15

 
 

—
 al-w

ujūd al-ithbātī

﹁
確
定
存
在
﹂31.8

 
 

—
 al-w

ujūd al-khāṣṣ

﹁
固
有
存
在
﹂31.7, 31.9

w
-ḥ-d 

—
 w

āḥid

﹁
一
﹂30.4

w
-ṣ-f 

—
 ṣifah

﹁
属
性
﹂30.11, 33.4, 33.5, 33.6, 33.9, 33.10, 33.11

 
 

—
 w

aṣf ﹁
属
性
﹂32.17, 32.18

w
-h-m

  
—

 w
ahm

﹁
評
価
能
力
﹂32.4

日
本
語
索
引

こ
の
索
引
は
『
治
癒
』
形
而
上
学
ア
ラ
ビ
ア
語
テ
ク
ス
ト
（
第
一
巻
第
五
章
）
に
出
現

す
る
重
要
語
彙
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
語
彙
に
対
応
す
る
ア
ラ
ビ
ア
語
を

カ
ッ
コ
内
に
挙
げ
、
出
典
を
テ
ク
ス
ト
C
の
頁
数
と
行
数
で
示
し
た
。

あ　

行 

在
る
（
も
の
）（
存
在
者
）（m

aw
jūd

）29.3, 29.5, 30.4, 30.6, 30.7, 30.8, 31.2, 31.12, 
31.16, 31.17, 32.3, 32.4, 34.10, 34.15, 36.16

 

一
（w

āḥid

）30.4
 

意
味
（m

a ʻnan

） 30.18, 30.19, 31.4, 31.7, 31.8, 31.13, 32.17

か　

行 

概
念
（taṣaw

w
ur, m

a ʻnan

） 29.5, 29.13, 29.17, 30.1, 31.2, 31.3, 31.5, 32.2, 33.12, 
34.1, 34.5, 34.6, 34.16, 34.17

 

確
定
（ithbāt

） 31.11
 

確
定
し
て
い
る
（m

utaḥaqqiq

）32.12
 

確
定
存
在
（al-w

ujūd al-ithbātī

）31.8
 

可
能
（m

um
kin

）35.3, 35.6, 35.7, 35.8, 35.9, 35.12, 35.13, 35.15, 36.1
 

教
示
（taʻrīf

）29.9, 29.12, 30.13, 30.16, 35.3, 35.4
 

偶
有
（ʻaraḍ

）36.16
 

区
分
（aqsām

）29.3, 30.7
 

形
相
（ṣūrah

）32.11, 32.15
 

（
諸
）
原
理
（m

abādiʼ

）29.13
 

固
有
存
在
（al-w

ujūd al-khāṣṣ

）31.7, 31.9
 

固
有
の
（khāṣṣah

）31.10

さ　

行 

自
然
本
性
（ṭibāʻ

）33.14
 

（
そ
れ
ら
）
自
体
に
よ
っ
て
（ li-dhātihā, bi-dhātihi

） 29.7, 29.14, 36.6
 

実
体
（jaw

har

）34.18
 

受
動
的
（
で
あ
る
こ
と
）（m

unfaʻil

）30.7, 30.8, 30.9
 

真
の
意
味
で
（ḥaqīqīyan, m

uḥaqqiq, bi-al-ḥaqīqah, fī al- al-ḥaqīqah

） 29.14, 29.18, 
30.16, 30.17, 34.8, 35.3

 

絶
対
的
な
意
味
で
（
仕
方
で
）（m

uṭlaqan, ʻalā al-iṭlāq

） 31.12, 32.7, 32.13
 

属
性
（ṣifah, w

aṣf

）30.11, 33.4, 33.5, 33.6, 33.9, 33.10, 33.11
 

存
在
・
存
在
す
る
（w

ujūd

） 31.8, 31.11, 32.13, 33.11, 34.2, 34.6, 34.8, 36.5, 36.6, 
36.8, 36.15

 

存
在
す
る
（
も
の
）・
存
在
し
て
い
る
（m

aw
ujūd

）32.18, 33.1, 33.2, 33.3, 33.4, 
33.5, 33.6, 33.7, 33.8, 33.9, 34.8, 34.9, 34.12, 36.10
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存
在
し
な
い
・
非
存
在
（ʻadam

）33.17, 35.15, 36.5, 36.6, 36.10, 36.15
 

存
在
し
な
い
（
も
の
）・
非
存
在
者
（m

aʻdūm

）32.7, 32.8, 32.9, 32.12, 32.15, 32.16, 
32.17, 32.18, 33.1, 33.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.9, 33.10, 33.11, 34.2, 34.12, 

35.9, 35.11, 36.7, 36.8, 36.10, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15 
た　

行 

第
一
の
諸
原
理
（m

abādiʼ aw
w

alīyah

） 29.7
 

正
し
い
（ḥaqq

）32.6
 

知
性
（ʻaql

）32.4, 36.18
 

知
識
・
学
（ʻilm

）29.10, 35.2
 

注
意
喚
起
（tanbīh, m

unabbih

）29.4, 29.11, 29.15, 30.16, 31.1
 

定
義
（ḥadd
）30.19, 35.6, 35.7, 35.8, 35.14

 

同
義
語
（m

urādifah
）30.15, 31.3

 

特
性
（khaw

āṣṣ

） 36.12, 36.13

な　

行 

何
で
あ
る
か
（m

āhīyah
）31.10, 34.17

 

認
識
（m

aʻrifah

）29.9
 

能
動
的
（
で
あ
る
こ
と
）（fāʻil

）30.6, 30.8, 30.9

は　

行 

判
断
（taṣdīq

）29.7, 29.8, 33.13
 

判
別
（tam

yīz

）34.14
 

判
別
能
力
を
持
つ
者
（m

um
ayyizīn

）34.14
 

必
然
（w

ujūb

）35.3, 35.18, 36.2, 36.4, 36.5
 

評
価
能
力
（w

ahm

）32.4
 

表
象
さ
れ
る
（
も
の
）・
表
象
さ
れ
て
い
る
（m

utaṣaw
w

ar(ah)
）29.14, 30.3, 31.2, 

32.10, 32.11, 33.14

 

不
可
能
（m

um
taniʻ

）35.3, 35.17, 35.18
 

附
帯
性
（ʻaw

āriḍ

）35.1
 

附
帯
的
に
（bi-al-ʻaraḍ

）34.9
 

復
活
（ʻaw

d, iʻādah, m
uʻād, qiyām

）34.3, 34.4, 36.14, 36.17
 

本
質
（ḥaqīqah

）30.6, 30.8, 31.6, 31.9, 31.10, 31.11, 31.12, 31.13, 31.14, 31.15, 
31.16, 31.17, 32.1, 36.15

 

本
質
的
に
（m

in ḥaqīqah

）30.6
 

本
能
（gharīzah

）29.11

ま　

行 

も
の
・
事
物
（shayʼ

） passim

ら　

行 

類
（jins

）34.15


