
〈
研

究

論

文

４

〉

イ

ス
ラ

ム
に
お
け

る
神
の
属
性

論

―
―
比
較
思
想
論
的
考
察
―
―

佐
々
木

英

一

イ

ス
ラ

ム
は
ユ

ダ
ヤ
教
・
キ
リ

ス
ト

教
を
母

胎
と
し
て
生
ま
れ
た
、
と
い

え
る

が
、
通

常
そ
の
唯
一

信
仰
の
徹
底
さ
に
お
い
て

キ
リ

ス
ト
教
を
し
の
ぐ

と
理
解

さ
れ
て
い

る
。
す

な
わ
ち
唯
一
絶
対

の
神

、
ア

ッ
ラ
ー
を
信
仰
す
る

イ
ス
ラ
ー
ム
は
自
ら
を
タ
ウ
ヒ
ィ
ー
ド
と
称
し
、
モ
ノ
テ
ェ
イ
ス
ム
の
性
格

を
強
調

し
て

い
る
。
タ
ウ
ヒ
ィ
ー
ド
と
は
一

を
意
味
す
る
ア

ラ

ビ
ア
語
ワ
ー

ヘ
ッ
ド
か
ら
由
来
し
、
時
に
は
結
合
、
統
一

、
単
一
、
時
に
は
信
仰
そ
の
も

の
を
意
味
す
る
。

そ
れ
は
ま
た
か

の
有
名
な
コ
ー
ラ
ン
中
の
一
句
　

ア

ッ
ラ

ー
以
外
に
神

は

な
し
、
と
い
う
信
仰
告
白

が
示
す
如
く
一

な
る
神
へ
の
絶
対
的
帰
依
と
、
多

神
教
や
偶
像
崇
拝

を
徹
底
的
に
排
す
る
意
味

が
こ

め
ら
れ
て
い

る
。
し
か
し

タ
ウ
ヒ
ィ

ー
ド
な

る
語
そ

の
も
の

は
聖
ク
ル
ア
ー
ン
（
コ

ー
ラ

ン
の
正
確
な

呼

名
）
に

は
み
ら
れ
な
い
し
、
ア

ッ
ラ
ー
の
神
は
時
に
コ

ー
ラ

ン
中
に
人
間

の
目

に
み

え
る

が
如
く
生
き
生
き
と
え

が
か
れ
て
い
る
。
例
え

ば
十
三
章
の

二
「

神
は
お
ま
え

た
ち
の
目

に
見
え

る
柱
な
し

に
天

を
も
ち
あ
げ
た
も
う
た

お
方
で

あ
る
。
そ
れ
か
ら
神

は
玉

座
に

登

り
、
以
下
略
」
（
藤
本
勝
次
　
世
界

の
名
著
『
コ
ー
ラ
ン
』
二
四
五
頁
）
人
間
と
は
絶
対
的
に
隔
絶
し
た
神
が
人
間

と
同

じ
よ
う
に
え

が
か
れ
て

い
る
こ

と
に
対
し
て
神
学
者
達

は
そ
の
解
釈
に

苦

慮
し
た
。
す
な
わ
ち
神
人
同

型
的
表

現
は
他

に
も
あ

っ
て
、
例
え

ば
コ

ー

ラ

ン
五

章
六
十
四
の
「

神
が
手

を
も
つ
な
る
表

現
神

の
手

は
広

げ
ら
れ
て
お

り
」

を
ム
ウ

タ
ズ
ィ
ラ
派
な
ど
は
神
の
恵
み

と
か
護
り

な
ど
と
比
喩
的
に
解

釈
す

る
こ
と
も
行
な
わ
れ
た
が
、
神
聖
な
る
啓
示

の
書
で
あ

る
コ
ー
ラ
ン
に

記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
一
字
一
句
も
文
字
通
り

に
解
す
べ
き

と
す
る
い
わ
ゆ

る
字

義
拘
泥
主
義
者
達
は
納
得
し
な
か
っ
た
。

こ

の
こ
と
を
理
解
す
る
為

に
は
我

々
は
コ

ー
ラ

ン
の
位
置

が
ム
ス
リ
ム
に

と
っ
て

キ
リ

ス
ト
教
の
ペ
ル
ソ

ナ
に
対

応
す
る
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
を
知
ら

ね

ば
な
ら
な
い
。



ま

た

コ

ー

ラ

ン

は

文

字

通

り

神

の

賜

物

で

あ

り

、

紙

や

イ

ン

ク

に

到

る

迄

神

に

よ

っ

て

創

造

さ

れ

た

、

あ

る

い

は

コ

ー

ラ

ン

の

内

容

の

み

が

創

造

さ

れ

た

、

と

い

う

如

き

論

争

が

真

剣

に

な

さ

れ

て

い

た

こ

と

も

認

識

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

（

中

村

広

治

郎

「

コ

ー

ラ

ン

の

被

創

造

性

を

め

ぐ

る

論

争

－

西

ア

ジ

ア

史

」

を

み

よ

）

本

来

感

覚

的

人

間

で

あ

り

、

異

常

に

発

達

し

た

視

力

と

他

の

感

覚

器

官

を

有

す

る

砂

漠

の

民

ベ

ド

ウ

ィ

ン

族

は

ロ

ゴ

ス

で

論

弁

を

な

す

よ

り

、

神

で

す

ら

生

き

生

き

と

表

象

し

が

ち

で

あ

っ

た

と

も

い

え

よ

う

。

故

に

神

と

の

身

体

的

接

触

す

ら

認

め

る

極

端

な

立

場

す

ら

存

在

し

た

こ

と

も

あ

る

程

度

肯

け

る

。

「

ム

ハ

メ

ッ

ド

は

彼

の

両

肩

の

間

に

神

の

手

の

感

触

を

得

た

」

な

る

ハ

デ

ィ

ー

ス

（

伝

承

）

を

根

拠

に

身

体

や

肉

体

を

意

味

す

る

ジ

ス

ム

を

語

源

と

す

る

ジ

ャ

ス

ム

派

と

い

う

名

の

例

外

的

分

派

も

報

告

さ

れ

て

い

る

。

（
Ｍ
ａ
ｕ
ｌ
ａ
ｎ
ａ
　
Ａ
ｌ
ｉ
,
　
Ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｒ
ｅ
ｌ
ｉ
ｇ
ｉ
ｏ
ｎ
　
ｏ
ｆ
　
Ｉ
ｓ
ｌ
ａ
ｍ
,
　
ｐ
．
　
１
５
４
）
し
か
し
こ
の
こ
と
は
明

白

に

タ

ウ

ヒ

ィ

ー

ド

の

教

義

に

矛

盾

し

、

ギ

リ

シ

ャ

哲

学

や

東

方

教

会

・

ギ

リ

シ

ャ

教

父

な

ど

の

影

響

に

よ

っ

て

熾

烈

な

論

争

に

発

展

す

る

よ

う

に

な

る

。

す

な

わ

ち

論

理

的

矛

盾

に

満

ち

た

コ

ー

ラ

ン

の

内

容

に

ギ

リ

シ

ャ

・

ヘ

レ

ニ
ズ
ム
的
理
性
の
光
を
あ
て
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
ス
コ
ラ
的
議
論
は
紛

糾

そ

の

極

を

知

ら

ず

と

な

っ

て

い

く

。

特

に

コ

ー

ラ

ン

の

中

で

ア

ッ

ラ

ー

の

神

は

種

々

の

形

容

詞

で

表

現

さ

れ

、

こ
れ
も
又
大
き
な
問
題
を
ひ
き
起
こ
し
た
。
神
の
形
容
・
名
称
を
属
性
と

よ

び

、

全

部

で

コ

ー

ラ

ン

中

に

九

十

九

も

あ

る

と

さ

れ

、

ア

ブ

ー

・

フ

ラ

イ

ラ

に

帰

せ

ら

れ

る

伝

承

に

よ

る

と

、

こ

れ

ら

の

神

の

美

相

を

唱

え

る

と

天

国

に
到
る
と
い
う
。
属
性
を
意
味
す
る
ア
ラ
ビ
ア
語
ス
ィ
フ
ァ
ー
ト
は
ギ
リ
シ

ャ
語
の
■
の
訳
語
で
あ
る
と
す
る
説
も
あ
る
。
（
Ａ
.
　
Ｈ

．

Ｗ

ｏ

ｌ
ｆ

 
ｓ
ｏ

ｉ
ｌ

， 　

Ｍ

ｕ
a
m
m
a

ｒ

　ｓ

　
ｔ
ｈ

ｅ
ｏ

ｒ
ｙ

　
ｏ

ｆ
　

Ｍ

ａ

ｎ

ａ
.

　

Ａ

ｒ
ａ

ｂ

ｉｃ

　
ａ

ｎ

ｄ

　
Ｉ
ｓ

ｌ
ａ
ｍ

ｉｃ

　
Ｓ

ｔ
ｕ

ｄ
ｙ

ｉ
ｎ
　
Ｈ
ｏ
ｎ
ｏ
ｒ
ｏ
ｆ
　
Ｈ
ａ
ｍ
ｉ
ｌ
ｔ
ｏ
ｎ
　
Ｇ
ｉ
ｂ
ｂ
　
１
９
６
５

，
　
ｐ
．
　
６
８
４
）
そ
れ
は
と
も
か
く
次
の
七

つ

を

主

要

な

神

の

属

性

と

し

て

最

も

重

視

さ

れ

て

い

る

。

知

・

力

・

意

欲

・

生

・

聴

・

視
　

・

言

。

ナ

サ

フ

ィ

ー

な

ど

マ

ト

ゥ

リ

テ

ィ

ー

派

は

、

こ

れ

ら

に

創

造

を

追

加

し

て

八

つ

の

主

要

な

属

性

を

た

て

る

。

神

の

属

性

を

あ

る

観

点

か

ら

分

類

す

る

こ

と

も

神

学

者

に

よ

っ

て

試

み

ら

れ

た

。

ム
ウ
タ
ズ
ィ
ラ
派
は
神
の
属
性
の
う
ち
、
永
遠
・
知
・
賢
・
理
の
如
き
そ

の

正

反

対

の

概

念

が

神

に

と

っ

て

意

味

を

も

た

な

い

（

例

え

ば

神

が

永

遠

で

な

い

。

無

知

で

あ

る

等

は

意

味

を

な

さ

な

い

）

も

の

と

、

逆

の

意

味

が

神

に

と

っ

て

も

あ

て

は

ま

る

、

欲

す

・

愛

す

・

満

足

す

る

・

命

令

（

例

え

ば

神

は

欲

し

給

わ

ぬ

、

〔

か

か

る

不

義

な

る

者

を

〕

愛

し

給

わ

ぬ

、

等

と

表

現

可

能

で

あ

る

）

な

ど

と

を

区

別

し

て

前

者

を

実

体

的

属

性

、

後

者

を

操

作

的

属

性

と
称
し
た
。
（
Ａ
.
　
Ｎ
ａ
ｄ
ｅ
ｒ
,
 
Ｌ
ｅ
　
ｓ
ｙ
ｓ
ｔ
ｅ
ｍ
ｅ
　
ｐ
ｈ
ｉ
ｌ
ｏ
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
ｉ
ｑ
ｕ
ｅ
　
Ｍ
ｕ
'
ｔ
ａ
ｚ
ｉ
ｌ
ａ
，
　
１
９
５
２
，

ｐ
．
　
５
５
)

有

名

な

ア

ル

・

ア

シ

ュ

ア

リ

ー

の

マ

カ

ラ

ー

ト

ル

・

イ

ス

ラ

ミ

ー

ウ

ン

を

引

用
し
て
(
ｐ

．
　
５
０
７
～
８
,
　
５
３
０
，
　
４
８
４
，
　
５
２
９
）
の
ナ
ー
デ
ル
の
右
の
説
明
で
我
々
は
操

作

的

属

性

と

は

、

神

と

創

造

物

と

の

一

種

の

ア

ナ

ロ

ギ

ア

・

エ

ン

テ

ィ

ス

を

示

す

も

の

と

考

え

る

こ

と

が

出

来

る

。

ア

ナ

ロ

ギ

ア

・

エ

ン

テ

ィ

ス

は

コ

ー

ラ
ン
三
十
章
二
十
九
、
三
十
節
に
も
み
ら
れ
る
。
　
（
Ｂ
ａ
ｌ
ｊ
ｏ
ｎ
，
　
Ｍ
ｏ
ｄ
ｅ
ｒ
ｎ
　
Ｍ
ｕ
ｓ
ｌ
ｉ
m



C
ｏ
ｒ
ａ
n
　
ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｐ
ｒ
ｅ
ｔ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
　
１
９
６
８
,
　
ｐ
．
　
５
５
）

九

十

九

も

あ

る

と

さ

れ

る

属

性

の

う

ち

で

今

で

も

語

源

が

よ

く

分

か

ら

ず

、

「

永

遠

」

と

一

応

訳

さ

れ

て

い

る

も

の

の

、

か

つ

て

は

緊

密

な

ど

と

い

う

意

味

に
解
さ
れ
ビ
ザ
ン
チ
ン
側
の
論
争
の
好
餌
と
さ
れ
た
S
a
m
a
d
な
る
語
が
あ

る
。
す
な
わ
ち
ビ
ザ
ン
チ
ン
の
ニ
ケ
タ
ス
（
八
世
紀
）
が
ア
ブ
ー
・
ク
ッ
ラ
の

こ

の

サ

マ

ド

な

る

語

に

ｄ
ｅ
ｎ

ｓ
ｅ
（

厚

み

）

な

る

訳

を

あ

て

た

こ

と

を

奇

貨

と

し

、

コ
ー
ラ
ン
百
十
二
章
の
こ
の
語
を
■
　
（
ｓ
ｐ
ｈ
ｅ
ｒ
ｅ
）
と
い
う
ギ
リ
シ

ャ

語

に

解

し

、

イ

ス

ラ

ム

は

神

を

物

質

的

な

も

の

に

お

と

し

め

て

い

る

と

攻

撃
論
難
し
て
い
る
。
（
Ｐ
ｏ
l
e
ｍ
ｉ
ｑ
ｕ
ｅ
　
Ｂ
ｙ
z
ａ
ｎ
ｔ
ｉ
ｎ
ｅ
　
ｃ
ｏ
ｎ
ｔ
ｒ
ｅ
　
Ｉ
'
ｓ
ｌ
ａ
ｍ
,
,
　
１
９
７
２
ｐ
．
　
３
４
０
,

Ａ

ｄ
ｅ

ｌ
-
Ｔ

ｈ
ｅ
ｏ

ｄ
ｏ
ｒ
ｅ

　Ｋ

ｈ
ａ
ｕ
ｒ
ｙ
.

な

お

フ

ウ

リ

イ

は

ニ

ケ

タ

ス

の

ｒ
ｅ

ｆ
ｕ

ｔ
．

　
Ｃ
ｏ
ｒ
ａ
ｎ

　
Ｘ

Ｖ

Ｉ
Ｉ
Ｉ

８
２

．
　
７
７
６
Ｂ

を

引

用

）

、
こ
の
サ
マ
ド
な
る
神
、
ア
ッ
ラ
ー
の
属
性
は
、
「
セ
ム
語
の
s
m
d
は
『
と

も

に

結

び

つ

け

る

』

『

分

割

で

き

ぬ

』

と

い

う

意

味

が

あ

る

」

と

説

明

さ

れ

る
。
（
Ｒ

．

Ｂ
ｅ
ｌ
ｌ
　
Ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｑ
ｕ
ｒ
’
ａ
ｎ
　
ｔ
ｒ
ａ
ｎ
ｓ
ｌ
ａ
ｔ
ｅ
ｄ
　
１
９
３
７
　
ｖ
ｏ
ｌ
．
２
,
　
ｐ
．
６
８
５
)

さ
ら
に
Ｅ
ｎ
ｃ
ｙ
ｃ
ｌ
ｏ
ｐ
ｅ
ｄ
ｉ
ａ
　
ｏ
ｆ
　
Ｉ
ｓ
ｌ
ａ
ｍ
で
は
初
期
注
釈
者
の
Ｔ
ａ
ｂ
ａ
ｒ
ｉ
に
と

っ

て

も

不

明

で

あ

る

、

と

記

し

て

い

る

。

如

何

に

我

々

は

こ

の

語

が

理

解

し

に

く

い

も

の

で

あ

る

か

が

わ

か

る

の

で

あ

る

。

ル
デ
ィ
・
パ
レ
は
こ
の
個
所
を
三
位
一
体
論
へ
の
論
難
が
こ
め
ら
れ
て
い

る

と

み

て

、

サ

マ

ド

を

徹

頭

徹

尾

（

ｄ
ｕ

ｒ
ｃ
ｈ

　
ｕ

ｎ

ｄ

　
ｄ
ｕ
ｒ
ｃ
ｈ

）

と

訳

し

て

い

る

。

（

Ｄ

ｅ
ｒ

　
Ｋ

ｏ
ｒ
ａ
ｎ

　
１
９
７
９
）

す

な

わ

ち

サ

マ

ド

の

原

意

、
分

割

出

来

ぬ

を

生

か

し

、
キ

リ
ス
ト
教
の
三
位
一
体
論
の
如
く
に
は
、
一
な
る
も
の
を
三
に
分
割
出
来
ぬ
、

コ

ン

パ

ク

ト

な

る

、

と

い

う

わ

け

で

あ

る

。

（

Ｄ

ｅ
ｒ

　
Ｉ
ｓ
ｌ
ａ
ｍ

　
１
９
７
９

．
　
Ｂ
ａ
ｎ

ｄ

　
５
６

．

Ｈ

ｅ

ｆ
ｔ

　
２

．
　
ｐ

．
　２
９

５

．
　
Ｄ

ｅ

ｒ

　
Ａ

ｕ

ｓ

ｄ
ｒ
ｕ

ｃ

ｋ

　
ｓ
ａ

ｍ

ａ

ｄ

　
ｉｎ

　
Ｓ

ｕ

ｒ
ａ

　
１

１
２

．
２
）

S
a
m
a
d
に
関
し
て
ル
デ
ィ
・
パ
レ
は
ニ
ケ
タ
ス
も
ア
ブ
ー
・
ク
ッ
ラ
（
七

二

○

～

八

二

五

）

も

実

は

不

正

確

に

し

か

認

識

し

て

・い

な

い

旨

を

の

べ

、

三

位

一

体

論

へ

の

論

争

を

重

視

し

て

日

く

、

C
ｈ
ｒ
ｉ
ｓ
ｔ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｋ
ｏ
ｎ
ｔ
ｒ
ｏ
ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｔ
ｈ
ｅ
ｏ
ｌ
ｏ
ｇ
ｅ
ｎ
,
　
ａ
ｌ
ｓ
　
ｅ
ｒ
ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
　
Ｎ
ｉ
ｋ
ｅ
ｔ
ａ
ｓ

B
ｙ
ｚ
ａ
ｎ
ｚ
（
８
４
２
～
９
１
２
）
　
ｏ
ｄ
ｅ
ｒ
 
ｓ
ｃ
ｈ
ｏ
ｎ
　
Ａ
ｂ
ｕ
　
Ｑ
ｕ
ｒ
ｒ
ａ
（
c
a
7
2
0
～
8
2
5
）
,

ｈ
ａ
ｂ
ｅ
ｎ
 
 
―
―
 
ｅ
ｂ
ｅ
ｎ
 
ｕ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
　
Ｂ
ｅ
ｚ
ｕ
ｇ
ｎ
ａ
ｈ
ｍ
ｅ
 
ａ
ｕ
ｆ
　
ｓ
ａ
ｍ
ａ
ｄ
―
―
d
e
n

Ｍ
ｕ
ｓ
ｌ
ｉ
ｍ
ｅ
ｎ
　
ｚ
ｕ
　
Ｕ
ｎ
ｒ
ｅ
ｃ
ｈ
ｔ
　
ｖ
ｏ
ｒ
ｇ
ｅ
w
ｏ
ｒ
ｆ
ｅ
ｎ
，
　
ｄ
ａ
s
s
　
ｓ
ｉ
ｅ
　
ｓ
ｉ
ｃ
ｈ
　
Ｇ
ｏ
ｔ
ｔ
　
ａ

ｌｓ

ｅ

ｉｎ

ｅ

ｎ

　
ｆ
ｅ

ｓ

ｔ
ｅ

ｎ

　
Ｋ

ｏ

ｒ
ｐ

ｅ

ｒ

　
ｖ

ｏ

ｒ
ｓ

ｔ
ｅ

ｌ
ｌｅ

ｎ

．
　

Ｄ

ｉｅ

　
Ｂ

ｅ

ｄ
ｅ

ｕ

ｔ
ｕ

ｎ

ｇ

　
"

Ｋ

〇
ｍ

ｐ

ａ

ｋ

ｔ
"

ｋ
ａ
ｎ
ｎ

，
　
w
ｅ
ｎ
ｎ
　
u
ｂ
ｅ
ｒ
ｈ
ａ
ｕ
ｐ
ｔ
，
　
ｉ
ｎ
　
Ｖ
ｅ
ｒ
ｂ
ｉ
ｎ
ｄ
ｕ
ｎ
ｇ
　
m
i
ｔ
　
Ｇ
ｏ
ｔ
ｔ
　
ｎ
ｕ
ｒ
　
ｉ
ｎ

ｕ

ｂ

ｅ
ｒ

ｔ
ｒ

ａ

ｇ

ｅ

ｎ

ｅ

ｍ

　
”Ｓ

ｉ
ｎ

ｎ

　
ｇ

ｅ
ｍ

ｅ

ｉ
ｎ

ｔ

　
ｓ
ｅ

ｉｎ
.

（

Ｄ

ｅ

ｒ

　
Ｉ

ｓ

ｌａ

ｍ

　
１
９

７

９

．
　
Ｂ

ａ

ｎ

ｄ

　
５
６

．

H
ｅ
ｆ
ｔ
　
２

．
　
ｐ
.
　
２
９
５
．
　
Ｄ
ｅ
ｒ
　
Ａ
ｕ
ｓ
ｄ
ｒ
ｕ
ｃ
ｋ
　
ｓ
ａ
ｍ
ａ
ｄ
　
ｉ
ｎ
　
Ｓ
ｕ
ｒ
ａ
　
１
１
２
.
２
）

こ
の
語
に
つ
い
て
は
古
く
か
ら
Ｗ
ａ
ｒ
ａ
ｇ
ａ
　
ｉ
ｂ
ｎ
　
Ｎ
ａ
ｕ
ｆ
ａ
ｌ
の
一
〇
二
章
の

二

と

の

関

連

な

ど

が

指

摘

さ

れ

た

が

解

明

と

迄

は

い

か

な

か

っ

た

、

と

ル

デ

ィ
・
パ
レ
は
い
う
。
さ
ら
に
Ｌ
ｉ
ｓ
ａ
ｎ
 
ａ
ｌ
　

’ａ

ｒ
ａ

ｂ

，
　

Ｂ

ｅ

ｉ
ｒ
ｕ

ｓ

，
　
１

９

５

５

　
Ｉ
Ｉ
Ｉ

　
２

５

９

ａ

．

で

は

一

部

欠

如

、の

断

片

の

為

に

理

解

不

可

能

と

な

っ

て

お

り

、

た

い

し

て

重

要

で

は

な

い

と

さ

れ

た

点

に

も

言

及

、

キ

リ

ス

ト

教

三

位

一

体

論

批

判

の

コ

ン

テ

キ

ス

ト

に

お

い

て

、

サ

マ

ド

な

る

語

を

斟

酌

し

次

の

よ

う

に

こ

の

章

を

訳

し

て

い

る

．

S
a
g
:
 
Ｅ
r
　
ｉ
ｓ
ｔ
　
Ｇ
ｏ
ｔ
ｔ

，
　

ｅ

ｉ
ｎ

　
Ｅ

ｉｎ

ｚ

ｉ
ｇ

ｅ

ｒ

，
　

Ｇ

ｏ

ｔ
ｔ

，
　

ｄ

ｕ

ｒ
ｃ

ｈ

　
ｕ

ｎ

ｄ

　

ｄ

ｕ

ｒ
ｃ

ｈ

（
ｅ
ｒ
 
ｓ
ｅ
ｌ
ｂ
ｓ
ｔ
）
　
Ｅ
ｒ
　
ｈ
ａ
ｔ
　
w
ｅ
ｄ
ｅ
ｒ
　
ｇ
ｅ
ｚ
ｅ
ｕ
ｇ
ｔ
，
　
ｎ
ｏ
ｃ
ｈ
 
i
ｓ
ｔ
　
ｅ
ｒ
　
ｇ
ｅ
ｚ
ｅ
ｕ
ｇ
ｔ

w
ｏ
ｒ
ｄ
ｅ
ｎ

．
　
ｕ
ｎ

ｄ
　
ｋ
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
ｒ
　
ｉ
ｓ
ｔ
　
ｉ
ｈ
ｍ
 
ｅ
ｂ
ｅ
ｎ
ｂ
ｉ
ｉ
ｒ
ｔ
ｉ
ｇ

．

（
Ｒ
ｕ
ｄ
ｉ
　
Ｐ
ａ
ｒ
ｅ
ｔ
,
　
Ｄ
ｅ
ｒ



Ｋ

ｏ

ｒ
ａ

ｎ

　
１

９
７

９

）

つ

ま

り

神

が

コ

ン

パ

ク

ト

で

あ

る

と

は

三

の

ペ

ル

ソ

ナ

に

分

割

さ

れ

る

の

で

は

な

く

、

一

の

絶

対

的

な

統

一

で

あ

る

、

と

い

う

わ

け

で

あ

る

。

神
の
意
志
と
い
う
属
性
に
つ
い
て
も
カ
ラ
イ
ッ
ト
・
ユ
ー
ス
フ
・
ア
ル
パ

ス

ィ

ー

ル

な

る

十

二

、

三

世

紀

の

神

学

者

は

次

の

よ

う

な

疑

問

を

呈

し

て

い

る

こ

と

も

注

目

さ

れ

る

。

そ

も

そ

も

意

志

を

も

つ

と

は

優

れ

た

も

の

を

欲

し

、

欠

損

あ

る

も

の

を

排

斥

す

る

こ

と

で

あ

る

が

、

こ

れ

を

神

に

認

め

る

の

は

不

合

理

で

あ

る

。

何

故

な

ら

そ

う

す

る

と

神

に

も

快

や

苦

痛

を

認

め

る

こ

と

に

な

る

。

し

か

し

神

に

そ

の

よ

う

な

好

悪

の

偏

見

を

認

め

る

こ

と

は

不

条

理

で

あ

る

。

（
G
e
o
r
g
e
ｓ
　
Ｖ
ａ
ｊ
ｄ
ａ

．

Ｌ

’ａ

ｔ
ｔｒ

ｉｂ

ｕ

ｔ

　
ｄ

ｉｖ

ｉｎ

　

ｄ

’ｉ
ｒ
ａ

ｄ
ａ

　

ｄ

’ａ

ｐ

ｒ
ｅ
ｓ

　
ｕ

ｎ

ｅ

　

ｓ
ｏ

ｕ

ｒ
ｃ
ｅ

　

ｉ
ｎ

ｅ

ｘ
-

p
ｏ
ｉ
ｔ
ｅ
ｅ
,
　
Ｓ
ｔ
ｕ
ｄ
ｉ
ａ
　
Ｉ
ｓ
ｌ
ａ
ｍ
ｉ
ｃ
ａ
　
Ｘ
Ｘ
Ｘ
Ｉ
　
ｐ
．
　
２
５
６
」

か

つ
て

ム

ウ

タ

ズ

ィ
ラ

派

は

次

の

よ

う

に

論

じ

た
。

我

々

人
間

が

意

志

を

働
か
す

際
に
あ
れ
こ

れ
選
択
す
る
と
き
熟
慮
す
る
わ
け
で

あ
る

が
、
神

は
そ

の
よ
う
な
熟
慮
す

る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り

得
な
い
。
思
慮
す
る
こ
と
は

瞬
時
に
あ
る
決

定
を
な
す
こ
と
の
出
来
な
い
我

々
人
間
自
身
の
弱
さ
か
ら
く

る
も
の
で
あ
り
、
全
て

完
全

な
る
神
は
そ
の
よ
う
な
弱
さ
を
も
た
な
い

は
ず

で

あ
る
。
故

に
神

の
意
志
は
そ
の
知
と
区
別
さ
れ
な
い
。

神

の
意
志
は
実
は
実
体
的
・
操
作
的
属
性
両
方
と
も
兼
ね
る
も
の
で
あ

る
、

と
い
う
意
見
も
、
カ
ー
ビ
ィ
は
ム
ア
タ
マ
ル
の
も
の
と
し
て
報
告
し
て
い
る
。

そ
れ
に
よ

る
と
神

が
彼
の
行
為

を
全
て
永
遠

な
る
も
の
に
す
る
時
に

は
実
体

的
属
性
と
い
え

る
が
、
神

が
も

の
を
創
造
す

る
こ
と

を
意
志
す

る
な
ら

ば
、

こ
の
意
志
は
操
作
的
属
性
と
な
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
（
Ａ
．
　
Ｎ
ａ
ｄ
ｅ
ｒ
,
前

掲
書
ｐ

．　
９
０
）

し

か

し

神

の

意

志

と

世

界

の

創

造

と

の

関

係
も

次

の
よ

う

な

難

問

を

ま

ね

い

た

。

も

し

神

の

意

志

が
神

の

本

質

と
同

一

な
ら

ば
、

こ

の

意

志

の

対

象

や

神

法

は

意

志

そ

の

も

の

と
同

様

に

永

遠

で

あ

る

の

か
、

創

造

さ
れ

た

も

の

な

の

か

、

と

い

う

問

題

が
こ

れ
で

あ

る

。

か

く

し

て

神

的

意

志

と
そ

の

対

象

と

が
区

別

さ

れ

る
の

か
否

か

の

論

議

も

展
開
さ
れ
た
（
同
書
ｐ
．
　
９
２
）
。
ム
ア
ッ
マ
ー
ル
や
ム
ア
タ
マ
ル
な
ど
が
両
者

の

区

別

を

主

張

し

た

の

は
神

と

世

界

と

の

ア

ナ

ロ

ジ

ー

を
峻

拒

す

る

教

義

か

ら

当

然

と

い

え

よ

う

。

す
な
わ
ち
イ
ス
ラ
ム
は
タ
ウ
ヒ
ィ
ー
ド
を
信
仰
の
根
幹
と
す
る
と
い
っ
て

も

実

は

問

題

は

そ

れ

程

単

純

で

は
な

い

の

で

あ

る
。

何

故

な

ら

マ

ニ
教

的

二

元
論
や
キ
リ
ス
ト
教
的
三
位
一
体
論
を
タ
ウ
ヒ
ィ
ー
ド
を
破
壊
す
る
も
の
と

し
て
攻
撃
す
る
点
に
お
い
て
ム
ウ
タ
ズ
ィ
ラ
派
も
ハ
ン
バ
リ
ー
派
も
変
わ
り

な

い

が
、

コ

ー
ラ

ン

の

表

現

を

ど

の
よ

う

に

解

釈

す

る

か

で

様

々

に
分

か

れ

る

か
ら

で

あ

る

。

つ
ま

り

人

間

の

理

性

で

コ

ー
ラ

ン

を

解

釈

す

る

ム
ウ

タ

ズ
ィ

ラ

派

も

。

「

さ

か
し

ら

」

の

道

を

批

難

し

、

一
切

の
コ

ー

ラ

ン
の

内

容

を

文

字

通
り

に

信

ず

べ
き

と

教

え

た

ハ

ン

バ
リ

ー
派

も

、

さ
ら

に

そ

の

中

間

を

行

く

ア

シ
ュ

ア

ジ

ー
派

も

タ

ウ

ヒ

イ
ー

ド
を
以

て
教

義

の
主

柱

と

し

て

い

る

。

し

か

し

、

神

と

人

間

と

の

隔

絶

性

を
説

く

ム
ウ

タ

ズ
ィ
ラ

派

は
神

人

同

型

論

（

タ

シ
ュ

ビ
ィ
ー
フ
）
を
極
力
避
け
よ
う
と
す
る
に
比
し
、
九
世
紀
の
イ
ブ
ン
・
ハ
ン

イス ラムにおける神の属性論61



バ
ル
（
七
九
九
～
八
五
五
、
元
ア
ル
ジ
ュ
バ
ー
イ
の
弟
子
で
後
回
信
し
た
）
は
コ
ト

ラ

ン

に
記

載

の

神

の

人

間

的

表

現

す

ら

比

喩

で

は
な

く

文

字

通
り

に

信

じ

る

傾

向

が

あ

る

。

も

ち

ろ

ん

こ

れ
は

相

対

的

な

意

味

で

い

え

る

の

で

あ

り

、

伝

統

墨

守

派

の

ハ
ン

バ

ル

で
す

ら

文

字

通

り

と

い

う

わ

け

で

は

な

か

っ
た

。

タ
ウ
ヒ
ィ
ド
ド
を
主
張
し
な
が
ら
タ
シ
ュ
ピ
ィ
ー
フ
に
つ
い
て
は
寛
容
で

あ

る

、

と

い

う

矛

盾

は

人
間

の

感

覚

で

と

ら

え

る

表

象

を

以

て

常

に

満

足

し

、

そ

れ

以

上

知

性

の
分

析

を
加

え

る

こ

と

を

拒

む

、

セ

ム
族

の

生

来

の

傾

向

と

ヘ

レ

ニ

ズ

ム

思

想

と

の

葛

藤

を

意

味

す

る

。

ム

ウ

タ

ズ
ィ

ラ
派

の

ダ

シ

ュ

ビ

ィ

ー
フ

拒

否

は

ギ
リ

シ
ャ

哲

学

の

影

響

に

よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ア
ッ
ラ
ー
の
神
は
生
彩
を
欠
く
も
の
に

変

質

さ

れ

、
ア

ラ

ブ
族

の
民

衆

か
ら

背

を

向

け

ら

れ

る

傾

向

に

あ

っ

た

と

い

っ
て

よ

い

で

あ

ろ

う

。

こ

の

点

か

ら
ア

シ
ュ
ア

リ

ー

の

立

場

の

不

徹

底

さ

が
理

解

さ

れ

る

。

す

な

わ

ち

あ

ま
り

に

ギ
リ

シ
ャ

的

思

弁

に

堕

し

た

ム
ウ

タ

ズ

ィ
ラ

派

を

批

判

す

る

ア

シ
ュ

ア

リ

ー

自

身

、

人
間

に

類

似

し

た

神

の
属

性

（
例

え

ば
神

は
聴

覚

を

も

ち

、

視

覚

を
も

つ

等

）
（
二
二
巡
礼
七
四
）

を

あ

く

迄

人

間

の
側

か

ら

で

は

な

く

、

神

の
超

越

性

か

ら

理

解

し

な

け

れ

ば

な
ら

な

い

、

を

原

則

と

し

て

い

る

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

次

の

ア

ポ

ロ

ジ

ー

は
そ

れ

と

矛

盾
し

て

し

ま

う

の

で

あ

る

。「

生

け

る

者

（
注

神
は
生
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
す
）

が

も

し

そ

れ

が

存

在

す

る

な

ら

、

聴

覚

、

視

覚

を

さ
ま

た

げ

る
よ

う

な

不

具

性

に

よ

っ
て

性

格

づ
け

ら

れ

て

い

な

い

の
で

あ

れ

ば
、

聞

く

こ

と

の
出

来

る
も

の
、
見
る
こ
と
の
出
来
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
神
は
生
け
る

も

の

で

あ

る

の

で

、

そ

れ

は

唖

、

と

か

盲

目

の

如

き

不

具

性

に

は

あ

て

は
ま
ら
な
い
」
（
Ｋ
ｉ
ｔ
ａ
ｂ
　
ａ
ｌ
-
ｌ
ｕ
m
a

，
　
ｅ
ｄ
．
　
ｔ
ｒ
ｅ
ｄ
．
　
Ｒ
ｉ
ｃ
ｈ
ａ
ｒ
ｄ
　
Ｍ
ｃ
Ｃ
ａ
ｒ
ｔ
ｈ
ｙ
　
１
９
５
３
,

p
.
1
5
）

さ

て

右

の

ア

シ

ュ

ア

リ

ー

の

論

理

は

校

訂

者

マ

ッ

カ

ー

シ

ー

も

注

釈

し

て

い

う

よ

う

に

、

人

間

の

経

験

の

上

に

基

づ

い

た

事

柄

を

神

に

適

用

し

よ

う

と

し

て

い

る

点

で

論

理

的

に

無

理

が

あ

る

。

人

間

の

理

想

的

あ

り

方

と

し

て

何

等

の

聴

覚

と

視

覚

上

の

欠

陥

を

有

し

な

い

こ

と

が

望

ま

し

い

の

は

当

然

で

あ

る

が

、

か

か

る

理

念

を

超

越

者

た

る

神

に

あ

て

は

め

る

、

と

い

う

こ

と

は

と

り

も

な

お

さ

ず

、

神

と

人

間

と

の

断

絶

を

否

定

し

、

神

人

同

型

説

（

擬

人

神

観

的

立

場

）

に

荷

担

す

る

こ

と

に

な

る

。

ム
ウ
タ
ズ
ィ
ラ
派
が
タ
ウ
ヒ
ィ
ー
ド
の
堅
持
の
為
に
ア
ッ
ラ
ー
の
属
性
を

否

定

し

去

ら

ん

と

し

た

理

由

と

し

て

以

上

の

如

く

神

の

本

質

の

純

粋

化

、

ア

ン

ト

ロ

ポ

モ

ル

フ

ィ

ス

ム

の

峻

拒

が

あ

げ

ら

れ

る

が

、

正

統

神

学

の

立

場

か

ら

み

る

と

そ

れ

は

小

賢

し

い

作

為

的

な

試

み

と

受

取

ら

れ

た

。

例

え

ば

ハ

ン

バ
ジ
ー
派
の
イ
ブ
ン
・
ク
ダ
ー
マ
（
十
二
世
紀
）
は
彼
等
を
預
言
者
の
縁
者
に

自

分

を

売

り

込

も

う

と

し

て

策

を

弄

す

狡

い

や

り

囗

に

擬

し

て

い

る

程

で

あ

る
。
（
T
a
h
r
i
m
　
ａ
ｎ
-
ｎ
ａ
ｘ
ａ
ｒ
　
ｆ
ｉ
　
ｋ
ｕ
ｔ
ｕ
ｂ
　
ａ
ｈ
ｌ
　
ａ
ｌ
-
Ｋ
ａ
ｌ
ａ
ｍ
　
ｅ
ｄ
.
　
Ｇ

．

Ｍ

ａ

ｋ

ｄ

ｉｓ

ｉ
，

　
１
９
６

２

，

ｐ

．
　２

７
）

ク

ダ

ー

マ

は

直

接

に

は

ム

ウ

タ

ズ

ィ

ラ

派

に

接

近

し

伝

統

墨

守

派

を

弱

体

化

す

る

危

険

の

あ

る

イ

ブ

ン

・

ア

キ

イ

ー

ル

（

一

一

一

九

没

）

を

非

難

す

る

の

で

あ

る

が

、

彼

の

異

端

排

撃

の

論

法

は

キ

リ

ス

ト

教

の

護

教

論

者

テ

リ

ト



ゥ
ジ
ア
ニ
ス
に
比
較
さ
れ
る
（
G
.
　
Ｍ
ａ
ｋ
ｄ
ｉ
ｓ
ｉ
の
解
説
一
九
頁
）
。

以

上
の
如

く
神

の
属
性

を
め
ぐ

る
諸
問
題

は
諸

々
の
比
較

思
想
上
の
興
味

を
喚
起
す
る
の
で
あ
る

が
、
神

の
本
質
と
属
性

と
の
関
係
を
め
ぐ

っ
て
展
開

さ
れ
た

ハ
亅

ル
論
な

る
も
の

は
、
最
も
抽
象
的
思
弁

的
に
し
て
且
つ
微
妙
に

し
て
難
解
、
お
よ
そ
感
覚
的

個
物
主
義
者
と

さ
れ

る
ア
ラ

ブ
族
の
思
想
と
は

考

え
ら
れ
ぬ
程
で
あ

る
。

唯
一
信
仰
を
主
柱
と
す
る
イ
ス
ラ

ー
ム
の
合
理
主
義
神
学

者
に
と
っ
て
、

神

の
本
質
以

外
に
諸

々
の
属
性

を
認

め
る
こ
と

は
多
神
教

に
道
を
譲
る
と
考

え
ら
れ
た
。
と
く
に
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
の
影
響
の
強
い
ム
ウ
タ
ズ
ィ
ラ
派
で
は

神
の
属
性
の
肯
定
は
タ
ウ
ヒ
ィ
ー
ド
の
原
則
に
対
立
す
る
誤
り
に
導
く
と
考

え
る
。
八
世
紀
の
ワ
ー
ス
ィ
ル
・
ア
タ
ー
な
る
人
物
の
「
神
の
み
が
永
遠
で

あ

る
」

な
る
命
題

が
こ
こ
で
重
要

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
神

の
本
質
以
外

に
属

性

を
認
め
る
こ
と
は
、
そ
れ
ら
属
性
も
永
遠
と
い
う
こ
と

に
な
り

、
神
以
外

に
永

遠
な
る
も
の
を
複
数
定
立
す
る
こ
と
に
な
る
、

と
い
う

論
議
を
ひ
き

起

こ
し

た
。
故

に
神
と
属
性
と

は
同
一
で
あ
り

、
神
以
外
に
と

く
に
属

性
を
た

て

る
必
要

が
な
い

、
と
す
る
の
が
合
理
主
義
神
学
ム
ウ

タ
ズ
ィ
ラ
派

の
主
張

で
あ

る
。

し

か
し
コ

ー
ラ

ン
に
神
の
属
性

が
記
さ
れ
て
い
る
の
は
ま

ぎ
れ
も
な
い
事

実
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
属
性
を
否
定
す
る
な
ら
ば
、
コ
ー
ラ
ン
そ
の
も
の
の

権
威
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
同
じ
一
な
る
神
忙
異
な

る
多
な
る
属
性

と
の
関
係
、
同

と
異

と
の
関
係
の
問
題
と
い
う
す
な

わ
ち
思

弁
哲
学
的
議
論
も
行
な
わ
れ
た
。
十
世
紀
の
ア
ブ
ー
・
ハ
ー
シ
ム
が
右
の
問

に
対
す
る
一
つ
の
解
答
と
し
て
ハ
ー
ル
（
h
a
l
)
複
数
ア
フ
ァ
ー
ル
（
a
h
a
l
)

な
る
概
念
を
提
出
し
た
。
し
か
し
、
ア
ブ
ー
・
ハ
ー
シ
ム
（
ａ
ｂ
ｕ
　
Ｈ
ａ
ｓ
ｈ
ｉ
ｍ
）

自
身
の
著
作
は
紛
失
し
て
い
る
の
で
我
々
は
ア
シ
ュ
ア
リ
ー
・
シ
ャ
フ
ラ
ス

タ
ー
ニ
ー
・
バ
グ
ダ
ー
テ
ィ
ー
等
の
著
述
に
よ
っ
て
間
接
的
に
知
る
の
み
で

あ

る

。

ハ

ー

ル

と

は

神

の

属

性

を

神

自

身

に

内

属

せ

し

め

る

一

つ

の

き

わ

め

て

技

巧

的

な

媒

介

機

能

概

念

で

あ

る

。

そ

れ

は

そ

れ

自

体

で

は

存

在

で

も

非

存

在

で

も

な

く

、

排

中

律

に

反

す

る

、

と

も

云

わ

れ

る

。

右
の
論
争
内
容
は
ホ
ル
テ
ン
か
ら
ウ
ォ
ル
フ
ソ
ン
に
至
る
研
究
家
に
よ
っ

て

ギ

リ

シ

ャ

哲

学

、

ス

ト

ア

哲

学

、

キ

リ

ス

ト

教

三

位

一

体

論

の

影

響

に

よ

る

と

み

ら

れ

て

き

た

。

こ

の

ハ

ー

ル

は

我

々

日

本

人

に

と

っ

て

お

そ

ら

く

最

も

理

解

し

に

く

い

概

念

で

あ

り

、

も

ち

ろ

ん

定

訳

も

な

い

。

故

に

此

で

諸

家

の

訳

語

を

検

討

し

て

お

く

必

要

が

あ

る

。

井

筒

俊

彦

氏

は

新

版

『

イ

ス

ラ

ー

ム

思

想

史

』

で

「

様

相

」

（

九

八

頁

）

、

中

村

広

治

郎

氏

は

「

あ

り

方

」

、

「

側

面

」

（
『

イ

ス

ラ

ー

ム

』

一

五

七

頁
）
と
訳
し
て
お
ら
れ
る
が
、
か
つ
て
ホ
ル
テ
ン
は
m
o
d
u
s
の
語
を
こ
れ

に
あ
て
、
D
ａ
ｓ
ｅ
ｉ
ｎ
　
Ｆ
ｏ
ｒ
m

．

Ｅ

ｒ
ｓ
ｃ

ｈ

ｅ

ｉｎ

ｕ

ｎ

ｇ

ｓ

　

Ｆ

ｏ

ｒ
m

　
ｄ
ｅ
ｓ

　
W
e

ｓ
ｅ

ｎ

ｓ

と

理

解

し

た

。

（
M
a

ｘ

　
Ｈ

ｏ

ｒ

ｔ
ｅ
ｎ

，
　
Ｄ

ｉｅ

　
Ｍ

ｏ

ｄ
ｕ

ｓ
-
Ｔ

ｈ
ｅ

ｏ

ｒ

ｉｅ

　
ｄ
ｅ
ｓ

　ａ

ｂ
ｕ

　
Ｈ

ａ

ｓ

ｈ

ｉｍ

　Ｚ

ｅ

ｉ
ｔ

ｓ
ｃ

ｅ
ｒ

ｉ
ｆ
ｔ

D
．
　
M
．
　
G
．
　
１
９
０
６
　
ｐ
．
３
０
４
）
と
こ
ろ
が
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ム
神
学
の

泰
斗
ダ
ニ
エ
ル
・
ジ
マ
レ
は
こ
れ
で
は
原
義
が
生
か
さ
れ
ぬ
と
し
て
ｍ
ｏ
ｄ
ｅ

に
替
え
て
《
ｄ
ｅ
ｔ
ｅ
ｒ
ｍ
ｉ
ｎ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
）
）
か
《
E
a
t
》
を
訳
語
と
し
て
提
唱
し
て
い
る
。



(
Ｄ
ａ
ｎ
ｉ
ｅ
ｌ
　
Ｇ
ｉ
ｍ
ａ
ｒ
ｅ
ｔ
,
 
L
ａ
　
ｔ
ｈ
ｅ
ｏ
ｒ
ｉ
ｅ
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
Ａ
Ｈ
Ｗ
Ａ
Ｌ
　
ｄ
’
ａ
ｂ
ｕ
　
Ｈ
ａ
ｓ
ｈ
ｉ
ｍ
．
　
Ｊ
ｏ
ｕ
r
ｎ
ａ
ｌ

ａ
ｓ
ｉ
ａ
ｔ
ｉ
ｑ
ｕ
ｅ
　
１
９
７
０
,
　
ｐ
．
　
５
８
）
英
語
で
は
ｓ
ｔ
ａ
ｔ
ｅ
が
大
体
定
訳
に
近
い
。
（
な
お
、

状

態

を

意

味

す

る

ア

ラ

ビ

ア

語

の

ハ

ー

ル

（

複

数

ア

フ

ァ

ー

ル

）

は

ス

ー

フ

ィ

ズ

ム

の

境

位

の

意

味

や

法

学

な

ど

の

術

語

に

も

使

わ

れ

る

が

此

で

は

区

別

す

べ

き

で

あ

る

。
）

こ

の

高

度

に

抽

象

的

思

弁

的

な

概

念

を

理

解

す

る

為

に

我

々

は

カ

ラ

ー

ム

の

哲

学

で

は

現

代

人

に

と

っ

て

奇

妙

な

発

想

法

が

他

に

も

あ

る

こ

と

を

知

ら

ね

ば

な

ら

な

い

。

例

え

ば

私

が

石

を

投

げ

る

時

、

私

の

内

に

一

つ

の

投

げ

る

こ

と

（

ダ

フ

ァ

ア
）
が
生
じ
て
、
石
の
中
に
発
出
（
ザ
ハ
ー
ブ
）
が
生
じ
る
な
ど
と
い
う
奇

怪

な

考

え

方

を

と

る

の

で

あ

る

。

（

Ｄ

ａ
ｎ

ｉｅ
ｌ
　
Ｇ

ｉ
ｍ

ａ
ｒ
ｅ
ｔ

，

前

掲

論

文

ｐ

．
　５

３
）

も

の

が

基

体

に

内

属

す

る

こ

と

を

ハ

ー

ル

に

よ

っ

て

示

す

こ

と

を

実

は

こ

の

概

念

以

前

は

マ

ァ

ナ

ー

と

い

う

概

念

に

よ

っ

て

既

に

試

み

ら

れ

て

い

た

。

こ

れ

は

区

別

の

原

理

と

も

い

わ

れ

る

。

シ

ャ

フ

ラ

ス

タ

ー

ニ

ー

に

よ

る

と

「

全

て

の

存

在

す

る

も

の

は

そ

れ

が

他

と

区

別

さ

れ

る

特

殊

性

を

も

つ

」

と

い

う

原

理

が

こ

れ

で

あ

る

。

そ
れ
に
よ
る
と
、
も
の
が
動
く
の
は
そ
の
も
の
の
中
の
動
く
と
い
う
マ
ァ

ナ

ー

が

あ

る

か

ら

だ

、

と

理

解

さ

れ

る

。

マ

ァ

ナ

ー

概

念

と

密

接

な

関

連

を

も

つ

ハ

ー

ル

を

原

因

を

も

つ

ハ

ー

ル

と

み

な

し

、

非

原

因

的

ハ

ー

ル

と

を

区

別

す

る

こ

と

も

行

な

わ

れ

た

。

こ

の

ハ

ー

ル

（

様

相

）

を

理

解

す

る

為

に

も

っ

と

も

よ

く

使

用

さ

れ

る

思

弁
は
シ
ャ
フ
ラ
ス
タ
ー
ニ
ー
の
『
ニ
イ
ハ
ー
ヤ
ッ
ト
・
イ
ク
ダ
ー
ム
』
で
色

と

白

さ

や

黒

さ

と

を

例

と

し

た

同

と

異

と

の

弁

証

論

が

あ

る

。

例

え

ば

黒

は

色

で

あ

り

、

白

も

色

で

あ

る

が

、

黒

と

白

と

は

異

な

る

。

と

こ

ろ

が

白

と

黒

と

は

色

と

し

て

同

じ

で

あ

る

。

故

に

白

と

黒

と

の

相

違

は

色

と

い

う

本

質

に

と

っ

て

、

本

質

そ

の

も

の

を

破

壊

す

る

も

の

で

は

な

い

。

ハ

ー
ル
・
ア
フ
ァ
ー
ル
と
は
こ
の
場
合
白
と
黒
と
は
異
な
ら
し
め
る
も
の
、
色

の
状
態
に
対
応
す
る
。
神
は
種
々
の
属
性
を
も
つ
が
、
そ
れ
ら
は
一
な
る
神

を
複
数
化
す
る
も
の
で
な
く
、
ハ
ー
ル
に
よ
っ
て
、
ち
ょ
う
ど
色
に
お
け
る

白

さ

や

黒

さ

の

違

い

を

示

す

如

く

、

神

の

性

質

を

示

す

も

の

に

他

な

ら

な

い

。

（
Ｎ
ｉ
ｈ
ａ
ｙ
ａ
ｔ
　
Ｉ
ｑ
ｄ
ａ
ｍ
,
　
ｅ
ｄ
．
　
Ｇ
ｕ
ｉ
ｌ
ｌ
ａ
ｕ
m
e
　
ｐ
．
　
１
３
３
）

色

に

対

す

る

白

や

黒

の

例

は

ま

た

類

と

種

と

の

相

違

を

意

味

し

て

い

る

。

ハ

ー

ル

な

ど

を

否

定

し

よ

う

と

す

る

者

は

そ

れ

は

単

な

る

こ

と

ば

に

す

ぎ

な

い

と

い

い

、

一

種

の

ノ

ミ

ナ

リ

ズ

ム

の

立

場

を

と

る

。

い

う

迄

も

な

く

こ

の

場

合

属

性

を

字

義

通

り

に

肯

定

す

る

者

は

リ

ア

リ

ズ

ム

の

立

場

と

な

る

。

ア
プ
ー
・
ハ
ー
シ
ム
の
ハ
ー
ル
論
は
神
の
属
性
を
単
な
る
こ
と
ば
に
ず
ぎ
‥

な

い

と

す

る

ノ

ミ

ナ

リ

ズ

ム

と

、

属

性

の

実

在

性

を

説

く

リ

ア

リ

ズ

ム

と

の

対

立

を

止

揚

す

る

コ

ン

ヒ

プ

シ

ョ

ナ

リ

ス

ム

に

相

当

す

る

と

、

ア

ナ

ワ

ッ

テ

ィ
と
ガ
ル
デ
ィ
も
論
じ
て
い
る
。
（
Ｇ
ａ
ｒ
ｄ
ｅ
ｔ
，
　
Ａ
ｎ
ａ
w
ａ
ｔ
ｉ
，
　
Ｉ
ｎ
ｔ
ｒ
ｏ
ｄ
ｕ
ｃ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
　
ａ
　
ｌ
ａ

ｔ
ｈ
ｅ
ｏ

ｌ
ｏ
ｇ

ｉｅ

　
m
ｕ
ｓ
ｌ
ｍ

ａ
ｎ
ｅ

，
　Ｐ
ａ
ｒｉ
ｓ

　
１
９
４
８

，
　
ｐ

．
　２
５
５
.
）

実

は

イ

ス

ラ

ム

の

神

の

属

性

論

は

か

な

り

古

く

か

ら

研

究

者

に

よ

っ

て

ノ

ミ

ナ

リ

ズ

ム

（

唯

名

論

）

・

リ

ア

リ

ズ

ム

（

実

念

論

）

の

対

立

に

擬

せ

ら

れ

て

き

た

の

で

あ

る

。

例

え

ば

既

に

Ｆ

．
　
Ｄ

ｉ
ｅ
ｔ
ｅ
ｒ

ｉｃ

ｉ

は

こ

の

観

点

か

ら

書

い

て

い



る

。

（

Ｆ

．
　
Ｄ

ｉ
ｅ

ｔ
ｅ
ｒ

ｉｃ

ｉ
，

　Ｐ

ｈ

ｉ
ｌ
ｏ

ｓ
ｏ

ｐ

ｈ

ｉｃ

　
ｄ

ｅ
ｒ

　

Ａ

ｒ
ａ

ｂ
ｅ
ｒ

　
９

，
　
１

０

　

Ｔ

ａ

ｈ
ｒ

ｈ
ｕ

ｎ

ｄ
ｅ
ｒ

ｔ
，

　

１
８

５
８

，

ｐ

．
　２
４

２

）

ジ

マ

レ

は

も

ち

ろ

ん

西

洋

哲

学

史

上

の

こ

の

概

念

の

コ

ン

テ

キ

ス

ト

に

イ

ス

ラ

ム

属

性

論

争

を

あ

て

は

め

る

こ

と

は

肯

定

す

る

が

、

ハ

ー

ル

論

が

コ

ン

ヒ

プ

シ

ョ

ナ

リ

ス

ム

に

対

応

す

る

と

す

る

ガ

ル

デ

ィ

の

見

解

に

反

論

し

、

む

し

ろ

客

観

的

レ

ア

リ

テ

を

も

つ

意

味

で

こ

れ

こ

そ

リ

ア

リ

ス

ト

的

解

決

で

あ

る
と
み
な
し
て
い
る
。
（
Ｄ
ａ
ｎ
ｉ
ｅ
ｌ
　
Ｇ
ｉ
ｍ
ａ
ｒ
ｅ
ｔ

，
前
掲
論
文
p
.
8
4
(
5
2
)
)

ハ

ー

ル

概

念

が

イ

ス

ラ

ム

神

学

者

に

と

っ

て

す

ら

何

か

奇

怪

な

印

象

を

与

え

る

も

の

で

あ

っ

た

こ

と

は

シ

ャ

フ

ラ

ス

タ

ー

ニ

ー

（

十

二

世

紀

）

の

次

の

言

葉

に

よ

っ

て

推

測

さ

れ

る

。

「

ム

ウ

タ

ズ

ィ

ラ

派

は

男

で

も

女

で

も

な

い

、

両

性

具

備

者

で

あ

る

。

彼

等

は

存

在

で

も

非

存

在

で

も

な

い

ハ

ー

ル

を

認

め

る
が
故
に
。
」
(
N
i
ｈ
ａ
ｙ
ａ
ｔ
　
Ｉ
ｑ
ｄ
ａ
ｍ
　
ｐ
．
　
１
５
９
）

マ

ァ

ナ

ー

と

共

に

ハ

ー

ル

概

念

の

プ

ラ

ト

ン

の

イ

デ

ア

説

と

の

関

連

は

最

近

問

題

に

さ

れ

な

く

な

っ

た

が

、

後

述

す

る

よ

う

に

か

つ

て

は

ホ

ロ

ビ

ィ

ツ

に

よ

っ

て

盛

ん

に

イ

デ

ア

概

念

の

影

響

が

論

ぜ

ら

れ

た

も

の

で

あ

る

。

既

に

ホ

ル

テ

ン

は

マ

ァ

ナ

ー

が

も

の

の

中

に

の

み

存

在

し

、

も

の

か

ら

離

れ

て

存

在

す

る

イ

デ

ア

と

は

区

別

さ

れ

る

点

を

ホ

ロ

ピ

ィ

ツ

に

対

し

強

調

し

て
い
た
が
、
ウ
ォ
ル
フ
ソ
ン
も
こ
れ
を
支
持
し
て
い
る
。
(
A
.
Ｈ

．
Ｗ

ｏ

ｌ
ｆ

ｓ

ｏ

ｎ

，

前

掲

論

文

ｐ

．
　６

８

７
）

と
こ
ろ
で
ハ
―
ル
・
ア
フ
ァ
ー
ル
（
複
）
そ
の
も
の
は
存
在
で
も
非
存
在
で

も

な

い

こ

と

は

、

前

述

の

よ

う

に

当

時

の

彼

等

に

と

っ

て

す

ら

奇

妙

に

思

わ

れ

た

の

で

あ

る

が

、

で

は

存

在

で

は

な

い

も

の

の

レ

ア

リ

テ

を

ど

の

よ

う

に

示

さ

れ

る

か

、

と

い

え

ば

イ

ス

ラ

ム

神

学

で

は

存

在

を

示

す
m
a

ｕ

ｊｕ

ｄ

の

語

以
外
に
措
定
を
示
す
、
ｔ
ｈ
ａ
ｂ
i
ｔ
な
る
用
語
が
あ
り
、
ハ
ー
ル
の
措
定
す
る
意

味

に

使

用

さ

れ

て

き

た

こ

と

を

我

々

は

知

ら

ね

ば

な

ら

な

い

。

す

な

わ

ち

ハ

ー

ル

は

存

在

論

的

レ

ア

リ

テ

を

も

つ

の

で

は

な

く

、

主

観

に

対

す

る

客

観

的

レ
ア
リ
テ
を
も
つ
、
と
ジ
マ
レ
は
論
じ
て
い
る
。
（
D
ａ
ｎ
ｉ
ｅ
ｌ
　
Ｇ
ｉ
ｍ
ａ
ｒ
ｅ
ｔ
，
前
掲

論
文
ｐ
．
　
７
０
～
７
２
）

こ
の
よ
う
な
ハ
ー
ル
概
念
が
マ
ァ
ナ
ー
概
念
か
ら
ど
の
よ
う
に
生
じ
て
き

た
も
の
か
を
論
ず
る
に
は
、
ア
プ
ー
・
ハ
ー
シ
ム
自
筆
論
文
を
喪
失
し
て
い

る

今

日

大

変

困

難

で

あ

る

。

ジ

マ

レ

は

両

者

の

違

い

を

サ

イ

ド

は

知

者

で

あ

る

と

い

う

例

を

と

り

次

の

よ

う

に

論

じ

て

い

る

。

Ｐ
ａ
ｒ
　
h
a
l
,
　
Ａ
ｂ
ｕ
　
Ｈ
a
ｓ
ｈ
ｉ
ｍ
　
ｎ
，
ｅ
ｎ
ｔ
ｅ
ｎ
ｄ
　
ｐ
ａ
ｓ
　
ｌ
’
ｅ
ｎ
ｔ
ｉ
ｔ
ｅ
　
ｑ
ｕ
ｉ
　
ｄ
ｅ
ｔ
ｅ
ｒ
ｍ
ｉ
ｎ
ｅ

ｄ
ａ
ｎ
ｓ
　
l
’
ｅ
ｘ
ｉ
ｓ
ｔ
ａ
ｎ
ｔ
　
ｔ
ｅ
ｌ
ｌ
ｅ
　
ｑ
ｕ
ａ
ｌ
ｉ
ｆ
ｉ
ｃ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ

，
　

ｍ

ａ

ｉ
ｓ

　

ｃ

ｅ

ｔ
ｔ
ｅ

　

ｑ

ｕ

ａ

ｌ
ｉ
ｆｉ

ｃ

ａ

ｔ
ｉ

ｏ

ｎ

ｅ
ｌ
ｌ
ｅ
-
m
e
m
e

．

Ｅ
ｓ
ｔ
　
《
ｅ
ｔ
ａ
ｔ
》
　
ｄ
ｅ
　
Ｚ
ａ
ｙ
d
　
ｎ
ｏ
ｎ
　
ｐ
ａ
ｓ
　
ｌ
ａ
　
ｓ
ｃ
ｉ
ｅ
ｎ
ｃ
ｅ
　
ｑ
ｕ
ｉ
　
ｅ
ｓ
ｔ
　
ｅ
ｎ

Ｌ
ｕ
ｉ
　
―
―
ｅ
ｔ
　
ｑ
ｕ
ｉ
　
ｅ
ｓ
ｔ
　
m
a
’
ｎ
ａ
―
―
,
 

:　

ｍ

ａ

ｉｓ

 

ｓ
ｏ

ｎ

　

ｆ
ａ

ｉ
ｔ

　

ｄ

’ｅ

ｔ
ｒ

ｅ

 

ｓ
ａ
ｖ

ｅ

ｎ

ｔ

（
ｋ
ａ
w
ｎ
ｕ
ｈ
ｕ
 
ａ
ｌ
ｉ
ｍ
　
ａ
ｎ

，

'

a
l
ｉ
ｍ
ｉ
ｙ
ｙ
ａ
ｔ
ｕ
ｈ
ｕ
）
　
ｅ
ｘ
ｐ
ｒ
ｉ
ｍ
ｅ
　
ｐ
ａ
ｒ
　
ｌ
ｅ
ｓ
　
m
o
ｔ
ｓ
：

Ｎ

ａ

ｉ
ｄ

　ｅ

ｓ

ｔ
　
ｓ
ａ
ｖ

ａ
ｎ

ｔ
．

（

同

右

論

文

ｐ

．
　
５

８
）

か

つ

て

ナ

ー

デ

ル

は

ラ

イ

プ

ニ

ッ

ツ

の

充

足

理

由

律

に

こ

の

マ

ァ

ナ

ー

概

念

を

比

定

し

た

。

（

Ａ

． 　

Ｎ

ａ

ｄ
ｅ
ｒ

前

掲

書

ｐ

．
　

２

０
８

）

マ

ァ

ナ

ー

に

つ

い

て

ホ

ロ

ピ

ィ

ツ

は

二

十

世

紀

初

頭

プ

ラ

ト

ン

の

ソ

フ

ィ

ス

ト

ニ

五

四

Ｂ

～

二

五

六

Ｅ

に
お
け
る
イ
デ
ア
論
が
背
景
に
あ
る
と
論
じ
た
が
（
Ｓ

．

Ｈ
ｏ
ｒ
ｏ
ｖ
ｉ
ｔ
ｚ
，
　
U
ｂ
ｅ
ｒ

ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｅ
ｉ
ｎ
ｆ
ｌ
ｕ
s
s
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
ｇ
ｒ
ｉ
ｅ
ｃ
ｈ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
　
Ｐ
ｈ
ｉ
ｌ
ｏ
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
ｉ
ｅ
　
ａ
ｕ
ｆ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｅ
ｎ
ｔ
w
ｉ
ｃ
ｋ
ｌ
ｍ
ｉ
ｇ
　
ｄ
ｅ
ｓ



K
ａ
ｌ
ａ
ｍ
,
　
１
９
０
９
）
ウ
ォ
ル
フ
ソ
ン
は
こ
れ
を
批
判
し
た
。
す
な
わ
ち
ホ
ロ
ビ

イ
ク
は
プ
ラ
ト
ン
影
響
説
の
典
拠
と
し
て
ａ
ｓ
ｈ
ａ
ｂ
　
ａ
ｌ
-
m
a
 
'
ａ
ｎ
ａ
な
る
語
と

ソ
フ
ィ
ス
ト
ニ
四
八
Ａ
の
イ
デ
ア
の
徒
を
意
味
す
る
■
と

の
類
似
に
注
目
す
る
が
、
ウ
ォ
ル
フ
ソ
ン
は
こ
れ
を
次
の
如
く
批
判
す
る
の

で

あ

る
。
ａ
ｓ
ｈ
ａ
ｂ

る
語

は
何

か

の
理

論

の
側

に

立

つ
人

々

と

か

、

追

従

者

と
い
う
意
味
を
必
ず
し
も
も
た
な
い
。
こ
の
こ
と
は
ア
シ
ュ
ア
リ
ー
の
マ
カ

ラ
ー
ト
ル
・
イ
ス
ラ
ミ
ー
ウ
ン
五
十
五
～
六
で
も
確
認
さ
れ
、
結
局
ソ
フ

ィ

ス

ト

の

個

所

と

の

対

応

は

確

認

さ

れ

ぬ
。
（
Ａ

．
　Ｈ

．　
Ｗ
ｏ
ｌｆｓ
ｏ
ｎ（

前
掲
論
文

ｐ
．
６
８
７
）
さ

ら

に

我

々
に

と

っ
て

最

も

興

味

深

い

点

は
、

そ

れ

に
も

拘

ら

ず

ウ

ォ

ル

フ

ソ

ン

が

マ

ァ
ナ

ー

概

念

の

ギ
リ

シ

ャ
影

響

説

を

否

定

し

て

い

な
い

こ

と

で

あ

る

。

つ

ま

り

か

つ

て

ホ

ル

テ

ン

は

マ

ァ
ナ

ー

の

イ

ン

ド

・

ヴ

ァ
イ

シ

シ

カ

起

源

説

を

唱

え

た

の
で

あ

る

が
、

ウ

ォ

ル
フ

ソ

ン

は
イ

ン

ド

起
源

よ
り

は

む

し

ろ

ギ
リ

シ

ャ
起

源

の
方

が
よ

り
可

能

性

が

高

い
、

と

み

な
し

て

い

る
。
（
同
右
論
文
）

ア

ウ

グ

ス
チ

ヌ

ス

と

ボ

エ

テ

ィ

ウ

ス

は
純

一

な

る
神

と

父

・

子

・
聖

霊

の

三

位

と

を
如

何

に

両

立

さ

せ

よ

う

か
苦

慮

し
、

結

局

ペ

ル

ソ

ナ

の
相

違

を
可

変

的

で

な

い

「

関

係
」

に

問

題

の

鍵

が

あ

る

と
考

え

た

。

つ
ま

り

Ｉ
な

る

神

の
ペ
ル
ソ
ナ
は
「
関
係
」
（
ａ
ｄ
　
ａ
ｌ
ｉ
ｑ
ｕ
ｉ
ｄ
）
に
よ
っ
て
多
化
さ
れ
る
が
、
そ
も
そ

も

実
体

を

変

え

る

も

の

で

は

な

い

。
（

厳

密

に

は

神

は

単

な

る
実

体

と

い

う

よ
り

超

実

体

と

考

え

る

。
）

ボ

エ

テ

ィ

ウ

ス

の

神

学

的

原

則

で

は

（
神

は
）

「
正

義

で

あ

る
」
、
「
偉

大

で

あ

る
」

の

如
き

質

と

量

の

範

疇

は
超

実

体
（
神

）

に

転

換

さ

れ

る

が

、

関

係

範
疇

（
ａ
ｄ
　
ａ
ｌ
ｉｑ
ｕ
ｉｄ
）

は
転

換

さ

れ

な

い
。
（
『
中

世
の
哲
学
者
た
ち
―
―
中
世
存
在
論
の
系
譜
―
―
』
就
中
、
有
動
勤
吉
「
ボ
エ
テ
ィ
ウ

ス
に
お
け
る
ａ
ｓ
と
i
d
 
q
u
o
d
 
e
s
t
 
の
問
題
」
三
七
頁
）

す

な

わ

ち

ボ

エ
テ

ィ

ウ

ス

は
ア

リ

ス
ト

テ

レ

ス
の

範

疇

論

を
援

用

し

つ

つ

も

「

父

は
子

に

対

し

て

父

で

あ

る
」

な

ど

の
関

係

範

疇

を
神

の

本

質

で

あ

る

唯

一
性

に
何

等

抵

触

し

な

い

と

考
え

た
。

イ

ス
ラ

ム

の
神

的

属

性

論

と

比

較

し
て

ま

ず

い

え

る

こ

と

は
、

後

者

は
そ

の
ラ

デ

ィ
カ

ル

な
モ

ノ
テ

ェ
イ

ス

ム

の

立

場

よ
り

、

彼

等

の

神

と

人

と

の
間

に

キ
リ

ス
ト

の
如

き

仲

介

者

を

認

め

な

い

。

故

に

こ

の

意

味

で

の

関

係

範
疇

は
無

用

で

あ

っ

た
。

パ
ー

ル
概

念

は

超

実

体

神

を

多

化
（
Ｍ
ｕ
ｌｔ
ｉｐ
ｌｉｔ
ｉａ
）
し

な

い
点

で

ボ

エ
テ

ィ

ウ

ス

の
関

係

範

疇

と

同

じ

で

あ

る

こ

と

は
わ

ざ

わ

ざ

論

ず

る
迄

も

な
い

こ

と
で

は
あ

る
。

さ

ら

に

神

は

正

義

そ

の

も

の

、

偉

大

そ

の

も

の

と

い

う
如

く

質

と

量

の
範

疇

は

神

に

転

換

さ
れ

る

が
関

係

の
範

疇

は
転

換

さ

れ

な

い

、

と

ボ

エ
テ

ィ
ウ

ス
は

説

明

す

る

が
、

イ

ス
ラ

ム

の
場

合

は
は

じ

め

か

ら

関

係

の

範

疇

を

こ

の
意

味

で

は

た
て

る
必

要

が

な
い

と
も

い

え

る
。

故

に

パ
ー

ル

は

こ

の

意

味
で

の

「
関

係

」

で

は
な

い

が

、
神

と
諸

属
性

と

の

「
媒

介

」

と

い

う

意

味

で

の
「
関

係

」

で

は
あ

る
。

パ
ー

ル

概

念

が

後

に

ボ

エ
テ

ィ
ウ

ス
的

な

意

味

で

の

関

係

概
念

と
ラ

テ

ン

世

界

に

よ

く

知

ら

れ

た
ア

ヴ

ェ
セ

ン

ナ
か

ガ

ザ

ー
リ

ー
以

降

混
同

さ

れ

変

質

さ

れ

て

い

っ
た
可

能

性

が

あ

る
、

と
筆

者

は

考
え

て

い

る
。

ラ

テ

ン

世

界

に

お
い

て

文

法

学

と

神

学

と

は

密
接

な

関
係

が

あ

っ

た

が
、

神

と

そ

の

属

性

と

の

関

係

を

パ
ー

ル

論

と

い

う

精
妙

な

議
論

で

深

く

追

求

し

よ

う

と

し

た

イ

ス
ラ

ム
界

で

は
正

に

こ

の

こ

と

は
決

定

的

な
事

実
で

あ

る

。

パ
ー

ル
論

は
印

欧

語

の
如

き

コ

プ
ラ

（

繋

辞
）

を

有

し

な

い

セ

ム
語

の

特

殊



性

か

ら

生

じ

た

。
す

な

わ

ち

セ

ム

語

の

一

種

ア

ラ

ビ

ア

語

は
印

欧

語

と
異

な

り

コ

プ

ラ

や

形

容

詞

を
使

用
す

る

代
り

に

状

態

動

詞

（
Ｖ
ｅ
ｒ
ｂ
ａ
　ｓ
ｔａ
ｔ
ｉｖ
ａ
）

を

使
用
す
る
傾
向
が
あ
る
。
印
欧
語
で
∽
i
s
 
P
 
の
如
く
コ
プ
ラ
を
と
る
な
ら

ば
Ｐ
は
S
か
ら
の
あ
る
独
立
性
を
暗
示
す
る
。

し
か
し
、
ア
ラ
ビ
ア
語
で
 
A
l
i
 
'
a
l
i
m
（
ア
リ
ー
は
知
者
で
あ
る
）
と
い

う
場
合
a
l
m
は
独
立
し
て
は
意
味
も
レ
ア
リ
テ
も
持
た
な
い
。
同
様
に
神

は
知

に

よ

っ

て
知

者

で
あ

る

Ａ
ｌｌａ
ｈ
　
Ｉ
ｌｍ
ａ
ｎ
　
ｂ
ｉｈ
ｉ
　
ｉ
ｌｍ
ａ

と

い
う

例

文

で

i
l
m
a
は
単
純
に
ア
ッ
ラ
ー
に
独
立
的
に
等
し
い
の
で
は
な
く
、
神
の
状
態

を

意

味

す

る

。
す

な

わ
ち

ア

ラ

ビ
ア

文

法

学

で

ハ
ー

ル

論

が
あ
り

、

そ

れ

を

神
学
に
転
用
し
た
も
の
が
、
ア
ブ
ー
・
ハ
ー
シ
ム
の
ハ
ー
ル
論
で
あ
る
と
い

ア

ラ

ビ
ア

語

文

法

で

ハ
ー

ル

と

呼

ば
れ

る
も

の

は
古

く

か
ら

有

名

な

も

の

で

、

例

え

ば

ａ
ｄ
ａ
　
ｕ
m
a
ｒ
ｕ

　ｚ
ａ
ｆ
ｉｒ
ａ
ｎ

．
（

ウ

マ

ル

は

勝

っ

て
戻

っ

た
）

と

い

う

場

合

、

ど

の
よ

う

な

状

態

で

戻

っ

た

か

を
示

す

（
す

な

わ

ち

「
勝

っ

て
」

と

い
う

状

態

で
な

の
だ

が
）
、
ｚ
ａ
ｆ
ｉｒ
ａ
ｎ

を

文

法

上

ハ
ー

ル

と

称
す

る

。

こ

れ

は

主

語
で

あ

る
ウ

マ
ル

と

ま

っ
た

く

同

一

で

は
な

い

が
、

主

語

ウ

マ

ル

の
状

態

を
示

し

て

い

る

。

故

に

文

法

上

の

ハ

ー

ル

は

神

と

そ

の

属
性

と

を

そ

れ

ぞ

れ

実

体

化

せ

ず
に

、

機

能

的

に

統

一
す

る

。
Ａ
ｌｌ
　
’ａ

ｌｉｍ

と

い
う

例

も

同

じ

く

、

ア

リ

ー

と

知

と

が
そ

の

ま

ま

同

値

で

は

な
く

、

ア

リ

ー

は
知

者

で
あ

る

こ

と

が
重

要

な

の

で

あ
り

、

ア

リ

ー

の
あ

り

方

が
問

題
な

の

で
あ

る

。
こ

れ

は

文

法

機

能

の
神

学

へ

の

転

用

を

意

味

す

る

。
フ

ラ

ン

ク

は
こ

の
側

面

か

ら

徹

底

的

に

ハ
ー

ル
論

を

展

開

、

外

的

影

響

説

を
論

破

せ

ん

と
す

る

。

例

え

ば

シ
ュ
メ
ル
ダ
ー
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
■
（
Ｅ
ｓ
ｓ
ａ
ｉ
　
ｓ
ｕ
ｒ
　
ｌ
ｅ
ｓ
　
ｅ
ｃ
ｌ
ｅ
ｓ

ｐ
ｈ
ｉ
ｌ
ｏ
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
ｉ
ｑ
ｕ
ｅ
ｓ
　
ｃ
ｈ
ｅ
ｚ
　
ｌ
ｅ
ｓ
　
Ａ
ｒ
ａ
ｂ
ｅ
ｓ
,
　
１
８
９
１
）
と
又
ホ
ロ
ビ
ィ
ツ
は
プ
ラ
ト
ン

の
ソ
フ
ィ
ス
ト
編
の
■
を
敷
衍
し
て
み
た
り
、
ハ

ー

ル

の

概

念

を

プ

ラ

ト

ン

の

イ

デ

ア

と

同

一

視

し

て

み

た

り

、

色

々

ギ

リ

シ

ヤ

哲

学

の

コ

ン

テ

キ

ス

ト

か

ら

解

明

し

よ

う

と

し

た

。

（

Ｓ

．
　
Ｈ

ｏ
ｒ
ｏ
ｖ

ｉ
ｔ
ｚ

，
前

掲

書

）

し

か

し

、

フ

ラ

ン

ク

は

あ

く

迄

ハ

ー

ル

論

の

成

立

は

ア

ラ

ビ

ア

内

部

の

独
自
な
出
来
事
と
み
な
す
の
で
あ
る
。
（
R
ｉ
ｃ
ｈ
ａ
ｒ
ｄ
　
Ｆ
ｒ
ａ
ｎ
ｋ
，
　
Ｂ
ｅ
ｉ
ｎ
ｇ
　
ａ
ｎ
ｄ
　
ｔ
ｈ
ｅ
ｉ
ｒ

ａ
ｔ
ｔ
ｒ
ｉ
ｂ
ｕ

ｔ
ｅ
ｓ

，
　
１
９
７
８

（

　
ｐ
.
　５

． ）

で
は
こ
の
十
世
紀
に
成
立
し
た
ア
ブ
ー
・
ハ
―
シ
ム
の
ハ
ー
ル
論
は
そ
の

後
ど
の
よ
う
な
歴
史
を
た
ど
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ハ
―
シ
ム
の
父
ジ
ュ
バ

ー
イ
と
ア
シ
ュ
ア
リ
ー
に
よ
っ
て
こ
の
説
は
否
定
さ
れ
た
後
、
パ
ッ
キ
ラ
ー

ニ
ー
が
い
く
ら
か
躊
躇
の
後
再
評
価
し
た
。
さ
ら
に
イ
マ
ー
ム
・
ハ
ラ
マ
イ

ン

（

十

一

世

紀

）

は

は

じ

め

支

持

し

て

い

た

が

、

後

反

対

側

に

組

み

す

る

。

（
S
ｈ
ａ
ｆ
ｒ
ａ
ｓ
ｔ
ａ
ｎ
ｌ
,
　
Ｎ
ｉ
ｈ
ａ
ｙ
ａ
ｔ
　
Ｉ
ｑ
ｄ
ａ
ｍ
　
Ｉ
Ｖ

．
）
比
較
思
想
上
興
味
深
い
の
は
ハ
ー
シ

ム

の

時

代

に

独

立

に

形

成

さ

れ

た

と

は

い

え

、

十

一

世

紀

の

ハ

ラ

マ

イ

ン

に

な

る

と

キ

リ

ス

ト

教

三

位

一

体

論

の

ヒ

ポ

ス

タ

シ

ス

と

ハ

ー

ル

と

を

同

一

視

す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
日
く
、

「

実

体

は

一

で

あ

り

、

ａ
ｌ
-ａ
ｇ

ａ
ｎ

ｉ
ｍ

は

三

で

あ

る

。

彼

等

に

よ

る

と

ヒ

ポ

ス

タ

ス

ィ

ス

は

そ

れ

自

体

に

よ

っ

て

は

存

在

し

な

い

。

す

な

わ

ち

そ

れ
等
は
ム
ス
リ
ス
が
認
め
る
実
体
に
対
す
る
ア
フ
ァ
ー
ル
（
注
ハ
ー
ル

の
複
数
形
）
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
後
者
に
と

っ
て

ア
フ
ァ

ー
ル
は
、

例
え
ば
実
体
に
と
っ
て
の
延
長
t
a
h
i
z
で
あ
り
、
実
体
の
存
在
に
つ
け



加

え

ら

れ

た

る

も

の

、

又

属

性

に

と

っ

て

非

存

在

で

も

、

存

在

で

も

な

い

一

の

ハ

ー

ル

で

あ

る

」

（
I
m
a
m

　
Ｈ

ａ
ｒ
ａ
ｍ

ａ

ｉｎ

，
　
ｐ

．
　
５
３

，
　
Ｉ
ｒ
ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｄ

，
　
ａ
ｌ

ｇ
ｅ
ｒ

１
９
３
８

．
　

Ｉ
．

　
Ｄ

．

Ｌ
ｕ

ｃ
ｉａ
ｎ

ｉ
　ｅ

ｄ
．
　
ｔ
ｒ
ａ
ｄ

．
　
Ｆ
ｒ
ａ
ｎ

ｓ
．

）
。
　
　
　
　
　
　
　

ト

パ

ー

ル

は

神

辺

本

質

と

属

性

と

の

関

係

を

示

す

も

の

で

あ

る

が

、

か

の

有

名

な

ガ

ザ

ー

リ

ー

は

両

者

の

関

係

を

因

果

関

係

で

は

な

く

、

本

質

が

属

性

の

場
所
と
考
え
れ
ば
、
両
者
の
永
遠
性
と
矛
盾
し
な
い
、
と
属
性
否
定
論
者
に

反

論

し

て

い

る

。

（
「

ガ

ザ

ー

リ

ー

の

哲

学

批

判

」

中

村

広

治

郎
　

オ

リ

エ

ン

ト

学

論

集
　

一

九

七

九

年

。五

二

頁

）

し

か

ら

ば

ガ

ザ

ー

リ

ー

の

ハ

ー

ル

論

は

ど

の

よ

う

な

も

の

で

あ

っ

た

か

。

残

念

な

が

ら

本

稿

に

於

て

は

ガ

ザ

ー

リ

ー

と

ア

ヴ

ェ

ロ

エ

ス

の

ハ

ー

ル

概

念

や

そ

の

他

重

要

イ

ス

ラ

ム

哲

学

者

に

つ

い

て

の

見

解

を

展

開

す

る

こ

と

が

出

来

な

い

。
ホ

ル

テ

ン

は

既

に

ア

ル

ー
ト

ー

ス

ィ

や

ラ

ー

ズ

ィ

な

ど

も

射

程

に

い

れ
一
書
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
が
（
Ｍ

．
　
Ｈ
ｏ
ｒ
ｔ
ｅ
ｎ
，
　
Ｄ
ｉ
ｅ
　
Ｓ
ｐ
ｅ
ｋ
ｕ
ｌ
ａ
ｔ
ｉ
ｖ
ｅ
ｎ
　
Ｔ
h
ｅ
ｏ
ｌ
ｏ
ｇ
ｉ
ｅ

ｄ
ｅ
ｓ

　
Ｉｓ
ｌ
ａ
ｍ

，
　１
９
１
２
）

他

の

機

会

に

譲

り

、

比

較

思

想

論

的

な

問

題

点

を

指

摘

す

る

に

止

め

た

い

。

ウ

ォ

ル

フ

ソ

ン

の

研

究

に

よ

れ

ば

ハ

ー

ル

概

念

は

ガ

ザ

ー

リ

ー

に

よ

っ

て

種

や

類

、

一

般

的

知

的

普

遍

な

ど

の

如

き

意

味

に

解

釈

さ

れ

て

い

っ

た

。

（
Ａ

．
　
Ｈ
．
　
Ｗ
ｏ
ｌ
ｆ
 
ｓ
ｏ
ｎ
,
　
Ｐ
ｈ
ｉ
ｌ
ｏ
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
ｙ
　
ｏ
ｆ
　
Ｋ
ａ
ｌ
ａ
ｍ
　
１
９
７
６
，
　
ｐ
．
　
１
７
Ｄ
）

さ

ら

に

ア

ヴ

ェ

ロ

エ

ス

に

至

る

と

、

ハ

ー

ル

の

意

味

は

か

な

り

変

質

さ

れ

て

い

く

。

ア

グ

ェ

ロ

エ

ス

の

研

究

家

ベ

ル

ク

は

ハ

ー

ル

の

概

念

は

ス

ト

ア

哲

学
の
■
の
議
論
の
反
映
と
み
る
。
（
Ｖ
ｏ
ｎ
　
ｄ
ｅ
ｎ
　
Ｂ
ｅ
ｒ
ｇ
ｈ
，
　
Ａ
ｖ
ｅ
ｒ
ｏ
ｅ
ｓ
’
　
Ｔ
ａ
-

ｒ

ｆ
ｕ

ｔ
，
　
ｖ
ｏ

ｌ
．
　
Ｉ
Ｉ

，
　
ｐ

．
　４
）

問

題

は

ア

ヴ

ェ

ロ

エ

ス

の

混

乱

し

た

ハ

ー

ル

の

三

区

分

に

あ

る

。

す

な

わ

ち

ア

ヴ

ェ

ロ

エ

ス

は

ガ

ザ

ー

リ

ー

に

よ

る

と

し

て

ハ

ー

ル

を

、

一

、

左

右

を

示

す

単

な

る

関

係

、

二

、

物

体

と

そ

れ

を

動

か

す

力

と

の

関

係

、

三

、

無

知

な

る

も

の

が

知

を

獲

得

し

た

と

き

の

如

く

、

本

質

的

属

性

に

変

化

を

も

た

ら

す

よ

う

な

も

の

、

と

区

分

し

て

い

る

。

（

同

書

ｐ

．
　１
５
３

ガ

ザ

ー

リ

ー

反

駁

）

さ

て

ベ

ル

ク

は

こ

の

個

所

を

注

釈

し

て

、

原

ア

ラ

ビ

ア

語

の

出

典

も

不

明

で

あ

り

、

且

つ

非

論

理

的

忙

し

て

混

乱

し

て

い

る

、
と

断

ず

る

。
（

同

書

ｐ

．
１
５
２
）

さ

ら

に

ベ

ル

ク

は

こ

の

区

分

は

ス

ト

ア

派

の

次

の

概

念

に

影

響

さ

れ

た

も

の

と

み

る

の

で

あ

る

。

ス

ト

ア

派

の

論

理

学

で

は

相

互

依

存

的

な

次

の

四

つ

の

カ

テ

ゴ

リ

ー

を

た

て
る
。
１
、
■
　
２
、
■
　
３
、
■
　
４
、

■
　
こ
の
う
ち
ベ
ル
ク
は
ハ
ー
ル
概
念
を
ほ
ぼ
３
の
■
と
同
概
念
と

み

な

し

て

い

る

。

し

か

し

ア

ヴ

ェ

ロ

エ

ス

の

先

の

三

区

分

は

こ

の

ス

ト

ア

派

の
四
区
分
の
う
ち
の
１
の
■
を
除
き
、
ハ
ー
ル
の
区
分
一
は

４
の
■
を
、
二
は
３
の
■
　
三
は
２
の
　
■

に

ひ

き

ず

ら

れ

て

書

か

れ

て

い

る

、

と

み

る

。

（

同

１
:

ｐ

．
１
５
２
）

か
つ
て
ホ
ル
テ
ン
は
前
述
し
た
よ
う
に
イ
ス
ラ
ム
の
マ
ァ
ナ
ー
や
ハ
ー
ル

の

概

念

は

イ

ン

ド

、

ヴ

ァ

イ

シ

ェ

シ

カ

哲

学

の

影

響

と

考

え

た

。

と

く

に

グ

ァ

イ

シ

ェ

シ

カ

の

内

属

（

Ｓ
ａ
ｍ

ａ
ｖ
ａ
ｙ

ａ

）
　

の

思

想

が

ハ

ー

ル

論

に

反

映

し

て

。

い

る

と

み

な

し

て

い

る

。

（

Ｍ

ａ
ｘ

　
Ｈ

ｏ
ｒ
ｔ
ｅ
ｎ

，
　
Ｄ

ｉｅ

．
　
Ｍ

ｏ
ｄ
ｕ
ｓ
-
Ｔ

ｈ
ｅ
ｏ
ｒ
ｉｅ

　
ｄ
ｅ
ｓ

　ａ

ｂ
ｕ

Ｈ

ａ
ｓ
i
m

　
Ｚ
ｅ

ｉ
ｔ
ｓ
ｃ
ｅ
ｒ

ｉ
ｆ
ｔ
　
Ｄ

．
　Ｍ

．
　Ｇ

．
　

１
９
０
６
）

フ

ラ

ン

ク

は

前

掲

書

に

お

い

て

こ

れ



を
否
定
し
て
い
る

が
、
比
較
思
想

的
に
興

趣
あ

る
問
題
で
あ
る
。
中
村
元

博

士

は
公
孫
龍
の
「
与
」
と
内
属
概
念

を
並
置
し
論
じ
て

お
ら
れ

る
が
（
『
中
世

思
想
下
』
五
六
二
頁
）
と
れ
に
マ
ァ
ナ
ー
や
パ
ー
ル
を
加
え
て
対
比
し
て
み
る

と
次
の
こ
と
が
分
か
る
。
マ
ァ
ナ
ー
や
パ
ー
ル
が
あ
る
も
の
の
根
拠
と
す
る

と
、
一
の
原
因
を
も
つ
こ
と
と
な
り
、
そ
れ
は
ま
た
パ
ー
ル
の
パ
ー
ル
を
要

請

す
る
こ
と
に
な
り

、
無

限
遡
及
の
ア

ポ
リ
ア

に
陥
い
る
こ
と
が
意
識
さ
れ

て

い
た
。

ヴ
ァ
イ

シ
ェ
シ
カ

の
内
属

も
プ
ラ

ト
ン
の
第
三

人
間

の
無
限

遡
及

の
問
題

に

似
た
ア

ポ
リ
ア

を
も
つ
こ

と
を
中
村
博
士

は
み
て

お
ら
れ

る
。

奇
し
く
も

ハ
ー
ル
と
内
属
は
こ
の
意
味
で
論
理
構
造
上
の
同
型
性
が
あ
る
と
み
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
え

よ
う
。

以

上

イ

ス
ラ

ム

属

性

論

の

諸

問

題

の

う

ち

、
タ

ウ
ヒ

イ
ー

ド

論

と

の

関

連

、

サ

マ

ド
・
意

志

に

つ

い

て

、
さ

ら

に

パ
ー

ル
論

の

比

較

思

想

的

吟

味

を

試
み

た

。

こ
の
パ
ー
ル
論
は
イ
ブ
ン
・
ハ
ル
ド
ゥ
ン
も
取
り
あ
げ
て
お
り
、
十
五
世
紀

の

サ

ヌ
ー

ス

ィ
ー

と

十

九

世

紀

の

バ

ー

ジ

ュ
リ

イ

が

本

格

的

に

再

興

し

た

と

さ

れ

る

が
、

残

念

な

が

ら

既

に

紙

数

が
尽

き

今

後

の

研

究

課

題

と

し

た
い

。

な

お
本

文

中

の

引

用

文

献

は

筆

者

カ

イ

ロ
大

学

留

学

中

の

図

書

館

に

お
け

る

筆

写

ノ

ー

ト

か

ら

の

も

の

が

大

部

分

で

あ

り

、

手

元

に

あ

る

も

の

は
僅

か

で
あ
る
。
さ
ら
に
カ
イ
ロ
大
学
留
学
中
、
文
献
閲
覧
を
許
さ
れ
た
カ
イ
ロ
・

ド
ミ
ニ
コ
東
洋
研
究
所
長
A
n
a
w
a
t
i
神
父
、
さ
ら
に
偶
然
カ
イ
ロ
滞
在
中

の
ア
メ
リ
カ
、
カ
ト
リ
ッ
ク
大
学
の
イ
ス
ラ
ム
神
学
の
泰
斗
Ｒ
ｉ
ｃ
ｈ
ａ
ｒ
ｄ
　
Ｆ
ｒ
ａ
ｎ
ｋ

教

授

の

御

助

言

を

頂

い

た

。

此

に

感

謝

の

意

を

表

し

た

い

。

（

１

）
　

コ

ー

ラ

ン

五

十

章

十

六

節

「

わ

れ

ら

が

人

間

を

創

造

し

た

の

だ

。

人

間

の

魂

が

何

を

さ

さ

や

い

て

い

る

か

ぐ

ら

い

は

知

っ

て

い

る

。

自

分

の

首

の

血

管

よ

り

も

っ

と

近

く

」

と

い

う

表

現

が

抽

象

的

思

考

に

慣

れ

て

い

な

い

こ

と

に

よ

る

例

と

し

て

よ

く

あ

げ

ら

れ

る

（

世

界

の

名

著

『

コ

ー

ラ

ン

』

藤

本

緡

、

四

七

〇

頁

）

。

な

お

セ

ム

族

・

ア

ラ

ブ

族

の

こ

の

よ

う

な

傾

向

に

つ

い

て

は

井

筒

俊

彦

『

イ

ス

ラ

ー

ム

思

想

史

』

、

牧

野

信

也

「

マ

ホ

メ

ッ

ト

」

な

ど

を

み

よ

。

（
２
）
　
世
界
の
名
著
『
コ
ー
ラ
ン
』
藤
本
編
、
五
五
六
頁
。

（

３

）
　

ム

ウ

タ

ズ

ィ

ラ

派

や

そ

の

他

の

イ

ス

ラ

ム

神

学

者

名

に

つ

い

て

は

井

筒

俊

彦

『

イ

ス

ラ

ー

ム

思

想

史

｀

『

存

在

認

識

へ

の

道

』

、

中

村

広

治

郎

『

イ

ス

ラ

ー

ム

』

、

黒

田

・

柏

不

『

イ

ス

ラ

ー

ム

哲

学

史

』

な

ど

を

み

よ

。

（

４

）
　

Ｓ

ａ

ｂ

ｈ

　
ａ

ｌ
ｓ
ａ

ｌ
ｈ

：
　
ａ

ｌ
-ｎ

ａ

ｚ
ａ

ｒ

　
ａ

ｌｍ

ｕ

ｓ

ｌ
ｉｍ

ｉｙ

ａ

．
　
ｐ

．
 １
５
７

（
５
）
Ｓ
ｈ
ａ
ｈ
ｒ
ａ
ｓ
ｔ
ａ
ｎ
i
：
　
Ｎ
ｉ
ｈ
ａ
ｙ
ａ
ｔ
　
Ｉ
ｑ
ｄ
ａ
ｍ
,
　
ｅ
ｄ
,
　
Ｇ
ｕ
ｉ
ｌ
ｌ
ａ
ｕ
m
e

．

（

６

）
　

Ｉ
ｂ

ｉｄ

．
　
ｐ

．
　１

３
１

（

７

）
　

ａ

ｌ
-
-ｎ

ａ

ｊｕ

ｒ
ａ

ｎ

ｌ

：
　
ａ

ｌ
ｔ

ａ

ｚ

ｋ

ｉｒ
ａ

ｔｕ

　
ｆ
ｉ
　

ａ

ｈ

ｋ

ａ

ｍ

　ａ

ｌ
　

ｊ
ａ
w

ｈ

ａ
ｒｉ

　
w

ａ

　
ａ

ｌ
-
’ａ

ｒ
ａ

ｚ

ｉ
．

Ｃ
ａ
ｉ
ｒ
ｏ
　
１
９
７
５
　
ｅ
ｄ

．

Ｉ
ｂ
ｒ
ａ
ｈ
ｉ
ｍ
　
Ｍ
ａ
ｄ
ｋ
ｏ
ｕ
ｒ
　
ｐ
．
　
５
９
　
に
も
こ
の
議
論
が
踏
襲
さ
れ

て

い

る

。

※
　
そ
の
他
筆
者
が
参
照
し
た
文
献
と
し
て
Ｓ
ａ
ｎ
ｏ
ｕ
ｓ
i
：
　
Ｍ
ｕ
ｑ
ｑ
ａ
ｄ
ｉ
ｍ
ａ
　
ｅ
ｄ

．

Ｊ

．

Ｅ

）・

L
ｕ
ｃ
ｉ
ａ
ｎ
ｉ
,
　
ａ
ｌ
ｇ
ｅ
ｒ
　
１
９
０
８

．

Ｂ
ａ
ｉ
ｊ
ｕ
ｒ
ｉ
,
　
’
ａ
ｌ
-
m
a
ｔ
ｎ
　
ａ
ｌ
-
ｓ
ａ
ｎ
ｕ
ｓ
ｉ
ｙ
ａ
ｔ
ｉ

．

Ｉ

ｓ

ｔ
ａ
ｎ

ｂ

ｕ

ｌ「

Ｂ
ａ
ｙ
ａ
ｚ
ｉ
ｔ
図
書
館
に
て
筆
写
)
。

（
さ
さ
き
・
え
い
い
ち
、
イ
ス
ラ
ム
・
ア
ラ
ブ
思
想
史
、

東

海

大

学

非

常

勤

講

師

）
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