
、

1

1

1

1

1

－

〈
特
集
「
2
1
世
紀
の
倫
理
と
そ
の
基
盤
」
２
〉

共
生
の
方
法
と
し
て
の
イ
ス
ラ
ー
ム
倫
理

一
　

イ

ス

ラ

ー

ム
倫

理

の
根

拠

イ
ス
ラ

ー
ム
の
倫
理
の
根
拠
は
な

に
よ
り
も
経
典

「
コ

ー
ラ
ン
」

に
求
め

ら
れ
る
。
「
コ

ー
ラ
ン
」

は
イ

ス
ラ
ー

ム
教
徒
に
と
り

ア

ご
ラ
ー
（
唯
一
神
）

の
地
上
へ
の
出
現
と

い
う
奇
跡
的
出
来
事
の
記
録
と
し
て
受
け
取
ら
れ
て

い

る
。
こ
の
経
典

に
は
イ

ス
ラ

ー
ム
教
徒
の
生
活
の
諸
相
を
規
定
し
、
世
界
観
、

倫
理
観
の
源
泉
と
な

る
教
え
が
記
さ
れ
て
い
る
。

「
コ
ー
ラ

ン
」
の
一
七
章
二
三
節
か
ら
三
九
節
に
は
①
唯
一
神
信
仰
の
命
令
、

②
親
に
た

い
す
る

い
た
お
り
の
奨
励
、
③
正

し
い
行

い
の
奨
励
、
④
貧
者
、

困
窮
者
へ
の
援
助
の
奨
励
、
⑤
浪
費
の
禁
止
、
⑥
子
殺
し
の
禁
止
、
⑦
姦
通

の
禁
止
、
⑧
殺
人
の
禁
止
、
⑨
孤
児
の
保
護
の
命
令
、
⑩
契
約
の
履
行
の
命

令
、
⑩
公
正

な
商
行
為
の
奨
励
、
⑩
無
知
の
戒
め
、
⑩
傲
慢
の
戒
め
、
が
列

挙
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
項
は
イ
ス
ラ
ー

ム
の
法
で
あ
る
と
同
時
に
イ

松
　
本
　
耿
　
郎

ス
ラ
ー

ム
教
徒
の
守
る
べ
き
倫
理
的
原
則
と
し
て
尊
重
さ
れ
て

い
る
。

し

か
し

な
が
ら
、
「
コ
ー
ラ
ン
」

に
は
体
系
的

に
ま
と
ま

っ
た
倫
理
思

想

が
述
べ
ら
れ
て

い
る
わ
け
で

は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
イ
ス
ラ
ー

ム
教
徒

は
「
禁
止
」
と

「
命
令
」
に
よ
り
ア

ご
ラ
ー
が
人
間

に
課
す
る
規
定

を
基
準

に
、
変
化
す

る
現
実
世
界
の
中
で
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
と
し
て
正

し
い

生
き

方

を

探
ら

な
け
れ

ば

な
ら
な

い
の
で

あ

る
。
「
コ

ー
ラ

ン
」

そ
し
て

「

ハ
デ
ィ
ー
ス
（
預

言
者

の
言
行
録
）
」
な
ど
に
現
れ
る
法

的
規
定
や
倫
理
規

定
は
イ

ス
ラ
ー
ム
教

徒
が
現
実
生
活
に
お
い
て

次
々
と
新
た
に
直
面
す
る
問

題
の
す

べ
て

に
解
答

を
与
え
て
く
れ
て

は
い
な
い
。
前
例
の
な

い
新
た
な
問

題
に
直
面
し

た
時

に
は
、
「
コ
ー
ラ

ン
」
や

「

ハ
デ
ィ
ー

ス
」

に
示
さ
れ

る

規
定
や
事
例

の
内
容
を
解
釈
し
て
新
し
い
問
題

に
解
答

を
与
え
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
の
で
あ

る
。
そ
し
て
根
拠
と
な
る
規
定
と
そ
こ

か
ら
導
き
出
さ
れ
る

結
論
と
の
間
に
ア
ッ
ラ
ー
の
意
に
適
う
よ
う
な
関
係
が
証
明
さ
れ
な
け
れ
ば



な
ら
な
い
。
換

言
す

れ
ば
。
そ
の
解
釈
の
「
イ

ス
ラ
ー

ム
性
」

を
証

明
す
る

根
拠
が
必
要

に
な
る
。
そ
の
時

に
イ
ス
ラ
ー

ム
教
徒
は
イ
ス
ラ
ー

ム
的
倫
理

思
想
を
構
想
す
る
よ
う

に
な
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
。
人
間
が
測
り
得
な
い

ア
ッ
ラ
ー
の
意
志
と
は

い
え
、
こ
の
よ
う
に
し
て
得
た
と
こ
ろ
の
倫
理
的
判

断
が
「
コ
ー
ラ

ン
」
的
文
脈

の
中

に
置

か
れ
た
場
合
に
適
正

で
不
都
合
が
な

い
と

い
う
確
信
を
持
と

う
と
す

る
の
で
あ
る
。
幸

い
な
こ

と
に
。
「
コ

ー
ラ

ン
」
の
言
葉
は
一
貫
し

た
文
脈

の
上

に
配
列
さ
れ
て

い
る
の
で

は
な
い
。
一

部
の
例
を
除

い
て
、
「
コ
ー
ラ
ン
」
の
中
で

は
多
様
な

陳
述
が
非
文

脈
的

に

並
べ
ら
れ
て

い
る
。

そ
れ
ゆ
え

に
、
「
コ
ー
ラ

ン
」
を
通

じ
て

窺
い
知
ろ

う

と
す

る
ア

ご
フ
ー
の
意

志
は
多
様
な
解

釈
を
許
す
こ
と

に
な
る
の
で

あ
る
。

こ
の
こ
と

は
、
「
コ
ー
ラ
ン
」
に
見
え

る
単
語

と
陳
述

を
個
人

の
志
向

と
価

値
観
と
文
化

お
よ
び
追
究
す
る
理
念
な
ど
に
基

づ
い
て
再
配
列

す
る
作
業
を

伴
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
再

配
列
は
百
人
の
イ
ス
ラ
ー

ム
教
徒
が
い
れ
ば
百

と
お
り
の
再

配
列
の
仕
方
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え

に
、
個

々
の
イ

ス
ラ
ー

ム
教
徒
は
一
人
一
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
倫
理
思
想
を
構
想
す
る
こ
と

に

な
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
こ
の
よ

う
な
手
続
き
を
経
て
構
想
さ
れ

る
倫
理

思
想

は
い

か
な
る
思
想
で
あ

れ
「

コ
ー
ラ

ン
」
的
で
あ
り
、
イ

ス
ラ
ー
ム
的

で
あ

る
と
言
え
る
。
す

な
わ
ち
。
イ

ス
ラ
ー
ム
の
倫
理
思
想

は
十
人
十
色

の

思

想
が
あ
り
、

た
と
え
ど

の
よ
う
に
対

立
し
て

い
よ

う
と
も

、
い
ず

れ
も

が

イ

ス
ラ
ー
ム
的
な

の
で

あ
る
。

も

ち
ろ

ん
、
イ

ス
ラ
ー

ム
の
倫
理
思
想
が
多
様
で

あ
る
と
は
い
え

、
そ
の

倫

理
思
想

の
一
つ
一

つ
は
「
コ
ー
ラ
ン
」

に
根
拠
を

求
め
て

い
る
か
ぎ
り
イ

ス
ラ
ー

ム
的
色
調
を
帯
び
て

い
る
。
し
か
し
、
イ
ス
ラ
ー

ム
倫
理
思

想
は
前

述
し
た
よ
う
に
「
コ
ー
ラ
ン
」

の
中

に
体
系
的
に
記
述
さ
れ
て
い
る
も
の
で

は
な
い
。
そ
れ
は
「
コ
ー
ラ
ン
」
に
見
え
る
多
様
な
種
類
の
記
述
と
言
葉
か

ら
霊
感
を
得
て
、
イ

ス
ラ

ー
ム
教
徒
一
人
一
人
が
構
想
す
る
も
の
な
の
で
あ

る
。
そ
の
意
味
で

、
イ

ス
ラ
ー

ム
の
倫
理
思
想

に
は
規
範
的
か
つ
公
式
的
の

思
想
は
な

い
。
イ

ス
ラ
ー
ム
教
徒
は
「
コ
ー
ラ

ン
」
や
「

ハ
デ
ィ

ー
ス
」

に

見
え
る
法

的
規

定
や
倫
理
規
定
か
ら
霊

感
を
得

な
が
ら
一
人
一
人
が
現
実
生

活

に
お

い
て
イ

ス
ラ
ー
ム
的
倫
理
を
実
践
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
思
索
と
実
践
が
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
に
と
っ
て
の
「
ジ
ハ
ー
ド

（
精
神

的
努
力
）
」

な
の
で

あ
る
。

一
般
に
、
コ
ー
ラ
ン
に
定
め
ら
れ
た
「
禁
止

」
と
「
命

令
」

に
関
す
る
規

定
を
受

け
取
る
場
合

に
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
態
度
は
二
種
類
に
大
別
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
第
一
の
態
度
は
、
そ
の
規
定
の
意
味
が
一
義
的
で

は
な
く
。

む
し
ろ
多
義
的
・
重
層
的
な
も
の
で
、
表
面
的
・
日
常
言
語
的
に
理
解

さ
れ

る
意
味
の
他
に
隠
れ
た
意
味
が
あ
る
と
考
え
、
ア
ッ
ラ
ー
の
言
葉
を
コ
ー
ラ

ン
的
世
界
観
と
い
う
大
き
な
枠
組
み
の
中
で
様
々
に
解
釈
す
る
態
度
で
あ
る
。

第
二
の
態
度

は
こ
れ
ら

の
「
禁
止
」
と
「
命
令
」
そ
の
も
の
を
イ

ス
ラ
ー
ム

の
法
的
規
定
と
し
て
一
義
的
に
受
け
止
め
、
そ
の
実
践
に
重
き
を
お
い
て
、

現
実

に
起
こ

る
問
題

を
そ
の
規
定
に
強
引

に
当
て

は
め
て
問
題
解
決
を
は
か

ろ
う
と
す

る
も
の
で

あ
る
。

た
と
え
ば

。
「
コ
ー
ラ
ン
」
に
「
泥
棒
し
た
者

は
、
男

で
も
女
で
も

容
赦



な
く
両
手
を
切
り

落
と
し
て

し
ま
え
。
そ
れ
も
み
な
自
分
の
稼
い
だ
報
い
。

ア
ッ
ラ
ー
が
見
せ
し
め
の
た
め
に
懲
ら
し
め
た
ま
う
の
じ
ゃ
。
ア
ッ
ラ
ー
は

全
能
、
全
知
に
お
わ
し
ま
す
（
5
:
4
2
）
」
と
あ
る
の
を
根
拠
に
し
て
、
泥

棒

を
し
た
者

の
手

を
一
律

に
切
り

落
と
す
の
が
第

二
の
態
度

な
の
で

あ
る
。

こ
れ

は
泥
棒
と

い
う
犯
罪

を
構

成
す
る
条
件
を
吟
味
し

た
り
す

る
こ

と
な
く
、

日
常

言
語

レ
ベ
ル

の
「
泥

棒
」

の
語
の
用
法

に
基
づ

い
て

、
「
泥

棒
」
と

見

な
さ
れ

た
者

に
こ
の
規
定
を
適
用
し

よ
う
と
す

る
も

の
で
あ

る
。
し

か
し

な

が
ら
、
こ
の
「
コ

ー
ラ

ン
」

の
規
定

に
続

い
て
「
だ
が
、
悪

い
こ
と
を
し

た

後
で

も
、
立
派

に
改

悛
し
て
、

そ
の
償

い
を
す
る
者

に

は
、
ア

ッ
ラ

ー
も

（
赦
し
）
の
御
顔
を
向
け
て
く
だ
さ
ろ
う
。
ア
ッ
ラ
ー
は
何
で
も
お
赦
し
に

な
る
情
け
深
い
御
神
だ
か
ら
（
5
:
4
3
）
」
と
い
う
ア
ッ
ラ
ー
の
言
葉
が
続

い
て
記

さ
れ
て

い
る
。
こ
の
言
葉
は
泥
棒
の
手
の
切

断
の
規

定
に
続
い
て
記

さ
れ
て

い
る
の
で

、
改

悛
し

た
泥

棒
に
は
手
の
切
断

の
規
定

は
適
用

さ
れ
な

く
て

も
よ
い
、
あ
る
い
は
与
え

た
損
害
を
補
償
す
る
者
に
は
こ

の
規
定
が
適

用

さ
れ
な
い
と

い
う
こ

と
に
な
ろ
う
。
さ
ら
に
、
こ

の
場
合

に
は
泥

棒
行
為

を
働
き

、
そ
の
後
ど

の
く
ら

い
の
時
間
が
た
っ
て

か
ら
改
悛

を
し
た
ら

改
悛

と
認

め
ら
れ

る
の
か
、

あ
る
い
は
ど

の
よ
う
に
補
償
す

れ
ば
赦

さ
れ

る
の
か

と

い
う
こ
と

に
つ

い
て
も
明
記

さ
れ
て

い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
泥
棒
行
為

を

働

い
た
人
間
も
改
悛
す

る
可
能
性
が

あ
り

、
そ
の
改
悛

の
念
が

い
つ
心

に
生

じ
る
か
は
そ
の
個
人
の
問
題
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
場
合
、
ア
ッ
ラ
ー

の
赦
し
と
い
う
こ
と
に
重
点
を
置
け
ば

、
ア

ッ
ラ
ー
は
改
悛
の
念
が
そ

の
犯

罪
者
の
心
の
な
か
に
生
じ
る
の
を
望

ん
で
待

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

に
な
る

の
だ
か
ら
、
泥
棒
に
た

い
し
て
そ
の
手
の
切
断
と
い
う
処
罰
が
即
断
即
決
で

実
行
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ば
、
「
4
:
4
2
」
の
泥
棒
の

手
の
切
断
の
命
令
は
、
そ
れ
に
続
く
「
5
:
4
3
」
の
改
悛
と
赦
し
と
い
う
、

一
種
の
運
用

規
定
と
の
関
係
に
お
い
て

考
え
れ
ば
、
イ
ス
ラ
ー

ム
の
重
視
す

る
公
正

の
理
念

の
象

徴
的
語
句
と
し
て
理
解
さ
れ
、
実
際
に
運
用

す
る
の
は

不
可
能

な
規

程
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
ゆ
え

、
現
代

の
イ

ス
ラ

ー
ム
世
界
で

は
泥
棒

の
手

を
切

り
落
と
す
な
ど
と
い
う
刑
罰
を
実
施
し
て

い

る
国

は
ご
く
少
数
の
例
外
を

除
い
て
な
く
な
っ
て

い
る
の
で
あ

る
。

こ
う
し
て
、
「

コ
ー
ラ

ン
」

に
記

さ
れ
た
規
定
の
解
釈

と
運
用

に
つ
い
て

二
つ
の
態
度
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
大
多
数
の
イ

ス
ラ

ー
ム
教
徒

は
「
コ
ー

ラ
ン
」

の
規
定
は
表
面
的
・
一
義
的
に
捉
え

る
べ
き
で
は
な
く
、
む
し
ろ
多

義
的
・
重
層
的
に
捉
え

る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
態
度
を
執
る
の
で

あ
る
。
こ

れ
が
前

述
の
第
一
の
態
度
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
な
の
で

あ
る
。

「
コ
ー
ラ
ン
」

の
記
述

の
内
容

は
多

様
で

あ
り
。
「
禁
止
」

と
「
命
令
」
以

外
に
膨
大

な
叙

述
文
や

物
語
文

を
含

ん
で

い
る
。
「
禁
止
」

や
「
命
令
」

は

こ
の
膨
大

な
言
葉
の

海
の
中

に
散
ら
ば
る
小
島
の
よ

う
な

も
の
で

あ

る
。

「
禁
止
」
「
命
令
」

の
み

を
こ
の
言
葉
の
海
の
中
か
ら
抽
出

し
て

、
そ
れ

を
考

え
よ
う
と
し
て
も

、
そ
の
本
来
の
意
味
を
把
握
で
き

な
い
も
の
で

あ
る
と
大

多
数
の
イ

ス
ラ

ー
ム
教

徒
は
考
え
て

い
る
の
で

あ
る
。
し

た
が

っ
て
、
こ
れ

ら

の
「
禁
止
」
と

「
命
令
」

を
言
葉
ど
お
り
に
実
践
す

る
こ
と
も
ま
た
不
可

能
な
こ
と
と
な

っ
て
く

る
の
で
あ

る
。



さ
ら
に
、
一
般
的
イ

ス
ラ

ー
ム
教

徒
は
、
Ｃ

・
ス
ミ
ス
が
指
摘
し

た
よ

う

に
、
ア
ッ
ラ
ー
の
隠
れ
た
意
志
を
人
間
が
ア
ッ
ラ
ー
に
代
わ
っ
て
行
う
こ
と

は
で
き

な
い
と
考
え

る
。
ア

ご
フ
ー
の
意

志
は
ア

ご
フ
ー
の
み
が
行

う
の
で

あ
る
。
人

は
ア
ッ
ラ
ー
が
イ

ス
ラ
ー
ム
教

徒
の
義

務
と
し
て
既

に
命
じ

た
こ

と
を
実
践
す
る
の
み
で
あ
る
と
す
る
傾
向
が
強
い
。
ア
ッ
ラ
ー
が
イ
ス
ラ
ー

ム
教
徒
に
義
務
と
し
て
課
し
て

い
る
こ
と

は
宗
教
儀
礼

（
イ

バ
ー
ダ
ー
ト
）

と

社
会
関

係
の
規
定
（
ム
ア

ー
マ
ラ
ー
ト
）
で

あ
る
。
宗

教
儀
礼

は
五
柱
と

呼

ば
れ
る
信
仰
告

白
、
礼
拝
、
喜
捨

、
断
食

、
巡
礼
で

あ
り

、
社
会
関
係

の

規

定
に
つ

い
て

は
家
族
関
係
、
遺
産

相
続

、
商
行
為

、
刑
罰

、
食
物
規
定

な

ど
が
主
た
る
も
の
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
は
、
一
般
に
こ
れ
ら
の
義
務

を
遵
守
す

る
こ
と

に
は
熱
心
で
あ
る
。
し

か
し
、
義
務
と
定

め
ら
れ
て

い
な

い
行
為

の
実
行

に
つ

い
て

は
非
常

に
慎
重
で

あ
る
。

こ
の
よ

う
な
慎
重
さ
が

イ

ス
ラ
ー
ム
社
会
の
保
守
化

の
原
因

の
一

つ
で
あ

る
と
も

考
え
ら
れ
て

い
る
。

イ

ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
義
務
と
定

め
ら

れ
て

い
な
い
こ
と
を
実
行
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
場

合
、
通
常
イ

ス
ラ
ー
ム
教
徒

は
慎
重

な
議
論
を
重
ね
、
熟
慮

に

熟

慮
を
重

ね
た
結
論
に
基
づ

い
て
実
行

に
移
る
。

そ
の
熟
慮

の
際

に
彼
ら
が

重
視
す
る
の
は
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
大
衆
の
福
利
（
マ
ス
ラ
ハ
・
ア
ー
ン
マ
）

と

い
う
こ

と
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
イ

ス
ラ
ー
ム
以

前
の
学
芸
や
異
文
化
圏

に
発
達
し

た
文
化

の
摂
取
受
容

に
つ

い
て
も

大
衆

の
福
利

に
有
益
で
あ
れ
ば

積
極

的
に
評
価
し
、
イ

ス
ラ

ー
ム
文
化

に
取

り
入
れ
て
き

た
の
で
あ

る
。
こ

の
た
め
に
、
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
に
は
イ
ス
ラ
ー
ム
以
前
の
古
代
文
化
の
遺
産

が
多

く
残

っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
古
代

の
技
術
水
準
の
高
さ
を
示

し
、
優
れ
た
知
識
を
現
代

に
伝
え
、
現
代
の
イ
ス
ラ
ー
ム
社
会

に
文
化
的
に

も
経
済
的
に
も
利

益
を
齎
し
、
イ

ス
ラ

ー
ム
教
徒
大
衆
の
福
利

に
役
立
つ
た

め
に
保
存
し
て
き

た
の
で
あ
る
。

ユ
ダ

ヤ
教
の
「
嘆
き

の
壁
」
も

キ
リ
ス
ト

教
の
「
聖
墳

墓
教
会
」
も
大
切

に
イ

ス
ラ
ー

ム
社
会
の
中
で
保
存
さ
れ
て
き

た
の
で

あ
る
。
他
方
、

エ
ジ
プ

ト
や
イ
ラ
ン
、
ト
ル
コ
、
イ
ラ

ク
、

シ
リ
ア

な
ど
の
よ
う
に
自
国
内

に
多
く
の
イ

ス
ラ
ー

ム
以

前
の
古
代
文
化
の
遺
跡
、

文
物
を
持
つ
国
々
は
そ
れ
ら
を
大
切

に
保
存
さ
え
し
て

い
る
。

し
た
が
っ
て
、
最
近
、
世
界
の
耳
目
を
あ
つ
め
た
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
夕

ー
リ
バ
ー
ン
に
よ
る
バ
ー
ミ
ヤ
ー
ン
仏
像
の
爆
破
は
世
界
の
大
多
数
の
イ
ス

ラ
ー
ム
教
徒

の
目

か
ら
す
れ
ば
イ
ス
ラ

ー
ム
の
精
神

に
反
す
る
行
為
な
の
で

あ
る
。
「

コ
ー
ラ

ン
」
の
ど
こ
に
も

バ
ー
ミ

ヤ
ー

ン
の
仏

像
を
破
壊
せ
よ

と

命
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
な
る
ほ
ど
「
コ
ー
ラ
ン
」
に
は
偶
像
崇
拝
が
禁
じ
ら

れ
て

い
る
。
し

か
し
、
そ
の
こ
と
か
ら
ア
ッ
ラ
ー
の
意
志
を
人
間
が
か
っ
て

に
忖
度
し
、
忖
度
の
結
果
を
ア
ッ
ラ
ー
の
意
思
な
い
し
命
令
で
あ
る
と
し
て
、

人
類
の
文
化

遺
産
で
あ

る
仏
像
爆
破
を
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
許
さ
れ
な

い
行
為

な
の
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
イ
ス
ラ
ー

ム
の
常
識
を
身
に
つ
け
た

ム
ス

リ

ム
は
仏
像

爆
破
に
反
対
し
、
一
部
の
イ
ス
ラ
ー
ム
諸
国

は
代
表
を
ア
フ

ガ

ニ
ス
タ
ン
に
派
遣
し
仏
像
爆
破
を
止
め
る
よ
う
に
説
得
し
て
い
た
。

二
　

霊

魂

の

浄

化

の

方

法

と

し
て

の
倫

理

と
こ
ろ
で
、
前
述
の
第
一
の
態
度
を
選
ぶ
人
々
は
ア

ッ
ラ
ー
の
「
禁
止
」

と
「
命
令
」
を
単
な
る
宗
教
儀
礼
と
社
会
秩
序

の
維
持
規
定
と
い
う
意
味

に



お

い
て

理

解

す

る

の

に

と

ど

ま

ら
ず

、

ア

ご
フ
ー

が

そ

の

仁

愛

か

ら

人

間

を

正

道

に

導
き

、

人

間

の

心

を

清

め

る

こ

と

を

目

的

に

し

て

人

間

に
与

え

た

修

行

上

の

規

定

で

あ

る

と

考

え

て

い

る

。

そ

の

結

果

、

こ

の

よ

う

な

態

度

を

と

る
イ

ス

ラ

ー

ム
教

徒

は

「

コ

ー

ラ

ン
」

の

二

六

章

八

九

節

「
た

だ

汚

れ

な
き

心
を
も
っ
て
ア
ご
フ
ー
の
御
前
に
ま
か
り
で
る
も
の
だ
け
が
救
わ
れ
る
」
と

い

う

語

句

を

重

視

し

、

こ

こ

に

見

え

る

「

汚

れ

な

き

心

」

の

持

ち

主

と

な

る

た

め

の

修

行

方

法

と

し

て

こ

れ

ら

の

「

禁

止

」

と

「
命

令

」

を

理

解

す

る

。

「
コ
ー
ラ
ン
」
に
は
人
間
の
心
に
は
「
悪
い
こ
と
を
や
ら
せ
た
が
る
（
1
2
:

5
3
）
」
部
分
、
「
己
を
責
め
て
や
ま
ぬ
良
心
（
７
５
：
　
２
）
」
と
呼
ば
れ
る
部
分
、

そ
し
て
「
静
か
に
安
ら
ぐ
魂
（
8
9
:
2
7
）
」
と
呼
ば
れ
る
部
分
が
あ
る
こ
と

が

指

摘

さ

れ

て

い

る

。
「

汚

れ

な

き

心
」

は

心

の

「

悪

い
こ

と

を

や

ら

せ

た

が

る
」

部

分

を

消

滅

さ

せ

、
「

己

を

責

め

て

や

ま

ぬ

良

心

」

の

働

き

を

停

止

し
、
「
静
か
に
安
ら
ぐ
魂
」
の
境
地
に
到
達
し
、
そ
の
時
点
で
ア
ッ
ラ
ー
と

ア

ッ

ラ

ー

の

言

葉

を

反

省

す

る

こ

と

で

実

現

で

き

る

と

考

え

て

い

る

。

心

の

「
悪

い
こ

と

を

や

ら

せ

た

が

る

」

部

分

は

人

間

を

と

り

ま

く

自

然

的

・

社

会

的

環

境

と

係

わ

る

。

人

間

を

と

り

ま

く

環

境

に
つ

い
て

「

コ
ー

ラ

ン
」
は
「
天
に
あ
る
も
の
地
に
あ
る
も
の
、
す
べ
て
声
高
ら
か
に
（
ア
ッ
ラ
ー

ー
を
）
賛
美
す
る
(
５
９
　
：
　
２
４
）
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
森
羅

万
象
の
一
つ
一
つ
が
ア
ッ
ラ
ー
を
賛
美
し
て
い
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
し

か

し

な

が

ら

、

存

在

者

の

一

つ

一

つ

が

は

な

つ

賛

美

の
声

を

人

間

が

常

に

聞

き

取

る

の

か
と

い
え

ば

、

必

ず

し

も

そ

う

で

は
な

い
。
「
『
地

上

で

悪

い
こ

と

を
す
る
な
』
。
と
い
え
ば
『
世
の
中
を
良
く
し
て
い
る
』
「
2
:
1
0
」
と

言
っ
て
悪

い
こ
と
を
す
る
よ
う
な
人
間

は
、
先
ほ
ど
の
心
の
「
悪

い
こ
と
を

や
ら
せ
た
が
る
」
部
分
に
引
き
ず
ら
れ
て

、
賛
美

の
声
が
聞
こ
え
て

い
な

い

の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
静
か
に
安
ら
ぐ
、
汚

れ
な
き

心
を
も

っ
て

森
羅
万
象

に

臨
め
ば
、
そ
れ
ら
一
つ
一
つ
の
放
つ
ア
ッ
ラ
ー
に
た
い
す
る
賛
美
の
声
が
聞

こ
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
換
言
す
れ
ば
、
存
在
界

の
真
相
が
明

ら
か
に
な
る
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
。

と
こ
ろ
で
、
イ
ス
ラ
ー

ム
世
界
は
ギ
リ

シ
ャ
哲

学
を
吸
収
し
、
理
性

の
働

き
を
イ

ス
ラ
ー

ム
教
徒
は
意
識
す
る
よ

う
に
な
っ
た
。
も
と
も
と
「
コ
ー
ラ

ン
」
に

は
理
性

に
当
た
る
単
語
が
見
出

せ
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

、

ギ
リ

シ
ャ
哲
学
の
著
作
が
ア
ラ
ビ
ア
語

に
翻
訳

さ
れ
、
そ
こ
に
現
れ
る
理
性

と
い
う
語
が
イ
ス
ラ
ー

ム
教
徒
に
は
新
鮮

な
も

の
で
あ

っ
た
こ
と
は
想
像

に

難
く
な

い
。
と
り
わ
け
、
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界

に
は
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
色
彩

の
濃
厚
な
哲
学
作
品
が
数
多
く
紹
介
さ
れ
て

い
る
。
そ
う
し
た
新
プ
ラ
ト
ン

的
哲
学
作
品
の
中
に
使
用
さ
れ
る
理
性
の
語
は
、
存
在

の
摂
理
を
意
味
す
る

と
同
時

に
、
そ
れ
を
受
け
取
る
霊
魂
の
一
部
と
い
う
意
味

を
も

っ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
霊
魂

の
一
部
で
あ
る
理
性
の
働
き
が
盛
ん
で

あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
に

存
在

の
摂
理

の
認
識
が
完
全

に
近
づ
く
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
理

性
の
完
成
と

い
う
考
え
方
は
「
コ
ー
ラ
ン
」
的
な
心
の
浄
化
と

い
う
思
想
と

容
易

に
結
び
つ

く
こ
と

に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

イ

ス
ラ
ー
ム
世
界
で

は
存
在
者
一
つ
一
つ
の
知
的
本
質

お
よ

び
実
践
的
真

理
を
能
力

に
応
じ
て
理
解
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
霊
魂
の
完
成
を
追
究
す
る



こ

と

が

ヒ

ク

マ
　（
ｈ
ｉ
ｋ
ｍ
ａ
’

哲

学

）

と

呼

ば

れ

る

学

の

目

的

で

あ

る
。

存

在

者

の
本

質

を

理

解

す

る
こ

と

は

た

だ

単

に

知

識

の
量

を
増

や

す

こ

と

で

達

成

さ
れ

る
も

の

で

は

な

く

、

む

し

ろ

知

識

の
器

で

あ

る

心
が

清

浄
で

あ

る

こ

と

に

よ
り

達

成

さ
れ

る

の
で

あ

る

。

こ

の

た

め

に
イ

ス

ラ

ー

ム
教

徒

は

独
自

に

心

の
浄

化

の

方

法

と

し
て

の

存

在

認

識

の

哲
学

を

確

立
し

た

の
で

あ

る
。

こ

れ
は
イ
ル
フ
ァ
ー
ン
（
'
ｉ
ｒ
ｆ
ａ
ｎ
）
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒

に
と

っ
て

の

人

間

完

成

の

道

で

あ

る

。

イ

ル

フ

ァ

ー

ン

に

は

様

々

の

学

派

が

含

ま

れ

て

い

る
。

し

か
し

、

も

っ

と

も
広

く

普

及

し

て

い

る

の

は
存

在

一
性

論

（

ワ

フ
ダ

ト

・

ル

・

ウ

ジ

ュ

ー

ド
）

の
学

派

で

あ

る
。

こ

れ

は
西

暦

十

三

世
紀
こ
ろ
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
（
１
１
６
５
-
１
２
４
０
）
や
ジ
ャ
ラ
ー
ル
ッ
デ
ィ
ー

ン

・

ル
ー

ミ

ー

　（
１
２
０
７
-
１
２
７
３
）

な

ど

に
よ

っ
て

確

立

さ

れ

た
学

派

で

あ

る
。

三
　

存

在

一

性

論

の

倫

理

こ

の

学

派

は
存

在

者

が

す

べ
て

ア

ッ

ラ

ー
を

賛

美

し

て

い

る
と

い

う

コ

ー

ラ

ン
的

世

界

認

識

の

意

味

を

掘
り

下

げ
、

体

系

化

し

て

い

る
。

こ

の

学
派

は

「
地

上

の

も

の

は

み

な

儚

く

消

え

さ

り

、

永

久

に

変

わ

ら

ぬ

は

荘

厳

と

栄

誉

の
所
有
者
で
あ
る
主
の
顔
の
み
（
５
５
　
：
　
２
６
-
２
７
）
」
と
い
う
「
コ
ー
ラ
ン
」
の

言
葉
に
霊
感
を
得
て
、
真
に
実
在
す
る
の
は
ア
ッ
ラ
ー
の
み
で
あ
り
、
ア
ッ

ラ

ー

以

外

の

諸

存

在

者

は

有

限

な

存

在

者

で

あ

る

と

い
う

前

提

を

立

て

る
。

諸
存
在
者
が
ア
ッ
ラ
ー
を
賛
美
す
る
の
は
諸
存
在
者
が
ア
ッ
ラ
ー
に
よ
っ
て

創

造

さ

れ

、

ア

ッ
ラ

ー
に

依

存

し

て

い

る

か

ら

な

の

で

あ

る
と

考

え

て

い

る
。

ア

ッ

ラ

ー

は

唯

一

の

真

実

在

で

あ

り

、

そ

の

他

の

諸

存

在

者

の

存

在

原

因

と

見

な

さ

れ

る
。

さ
ら

に

、

ア

ご

フ
ー

に

よ

る
諸

存

在

者

の
産

出

は

ア

ッ
ラ

ー

そ
の

も

の

の

存

在
活

動

の

必
然

的

結

果

で

あ

る

と
見

な

さ

れ
て

い

る
。

し

か

し

な

が

ら

、
諸

存
在

者

の
存

在

は
決

し

て

必
然

的

な
も

の
で

は

な

い
。

な

ぜ

な
ら

、

そ
れ

ら

は

生

成

消
滅

を

ま

ぬ

か

れ

得

な

い
偶

存

的

存

在

者

だ

か

ら

で

あ

る
。

以

上

の
前

提

か
ら

。
「
至

高

の

『
真

理
』

を

除

い
て

あ

ら

ゆ

る
も

の

は

滅

び
、

消

滅

す

る
も

の
で

あ

る
。
（
「
真

理
」

を
除

く

）

あ

ら

ゆ

る
も

の

の

本

質

は
実

在

性

が

な

い

仮

象

な

の

で

あ

る
」
（
ジ
ャ
ー
ミ

ー

（
１
４
１
４
-１
４
９
２
）
「
ラ
ワ

ー
エ
フ
」
の

｀
）
と

い

う

結

論

に

い

た

る
の

で

あ

る
。

し

か

し

な

が

ら

、

仮

象

で

あ

る

か
ら

と

い

っ
て

そ

の

存

在

意
義

が

な

い
と

い
う

も

の

で

は

な

い

の
で

あ

る

。

仮

象

で

あ

り

な

が

ら

も

森

羅
万

象

は

「
真

理

」

で

あ

る

ア

ご
フ
ー
を

賛

美

し

て

い

る

の
で

あ

る
。

こ

の

こ
と

が

森

羅

万

象

の

一

つ
一

つ

に

ア

ご
フ

ー
の

至

高

の

美

が

映

し

出

さ

れ

て

い

る
と

い

う

主

張

を

導

き

出

す

。

し

た

が

っ
て

、

存

在

一
性

論

学

派

に

お

い
て

は
森

羅

万

象

を

ア

ご

フ
ー
の

美

に
満

ち

た

世

界

で

あ

る
と

見

な
し

て

い

る
。

被

造

物

で

あ

る

森

羅

万

象

が

ア

ッ

ラ

ー
の

美

に
満

ち

溢

れ

た
世

界

と

な

っ

た

の

は
、

ア

ご

フ
ー

の

世

界

創
造

の
過

程

の

必

然

的

結

果

な

の
で

あ

る

。

す

な

わ
ち

、

真

の

意

味

で

の

美

の

所
有

者

で

あ

る

ア

ご

フ
ー

は
自

体

的

に

永

遠

の
美

し

さ

を

放

っ
て

い

る

の

で

あ

る
。

こ

の

こ

と

を

第

・・
次

神

聖

発

光

（
タ

ジ

ャ

ッ

リ

ー

・

ア

ッ

ワ

ル

ｔａ
ｊａ
ｌｌｌ
-ｉ

ａ
w
w
ａ
ｌ
）

と
呼

ぶ

。

こ

れ

は

ア

ご

フ
ー

の

本
質

が

自

己

を

照

ら

し

て

、

知

と

光

と

存

在

と

観

照

と

い

う

ア

ご
フ
ー
の

原

初

的

属

性

が

出

現

す

る

次
元

と

さ

れ

て

い

る

（
「
ラ
ワ
ー

Ｉ
フ
」
の
咎

。

こ
れ

ら

の

原

初

的

属

性

は

そ

れ

ぞ

れ

受



動
相
と
能
動
相
を
持
っ
て
い
る
。
光
の
能
動
相
は
顕
現
（
ス
フ
ー
ル

ｚｕ
ｈｕ
ｒ
）
と
呼
ば
れ
受
動
相
は
隠
蔽

（
ブ
ト

ゥ
ー
ン

ｂｕ
ｔｕ
ｎ
）

と
呼
ば
れ

て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
神
聖

発
光
は
ア

ッ

ラ
ー
の
望
む
ま
ま

に
次
々
と
行
わ
れ

て
い
る
。
そ
の
結
果
、
ア
ッ
ラ
ー
の
属
性
は
無
限
に
増
大
し
て
ゆ
く
、
こ
れ

に
よ
り
ア
ッ
ラ
ー
の
顕
現
は
際
限
な
く
完
成
に
近
づ
き
、
同
時
に
ア
ッ
ラ
ー

の
隠
蔽
も
完
成
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
。
ア
ッ

ラ
ー
の
原
初
的
属

性
が
多
様
な
形

式
を
と

っ
て
感
覚
的
世
界

に
出
現
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ

れ
ら
の
多
様
な
可

感
的
存
在
者
の
一
つ
一
つ
が
帯
び
て
い
る
ア

ッ

ラ
ー
の
属

性
の
変
化
相
を
微

細
に
検
証
し
て
ゆ
く
と
、
感
覚
的
世
界
に
た
い
す
る
雑
多

と
し
て
の
認
識
が
優
勢
に
な
り
。
雑
多
の
背
後
に
あ
る
統
一
的
存
在
の
認
識

が
お
ろ
そ
か
に
な
る
傾
向
が
あ
る
。
し
か
し
、
雑
多
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
に

造
化
の
妙
を
悟
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に

「
光
の
顕
現
に
よ
り
自

己
を
隠
し
、
ヴ
ェ
イ
ル
を
被
る
こ
と
で
自
己
を
現
す
も
の
に

（
ア

ッ

ラ
ー
）

に
た
た
え
あ
れ
」
と
言
わ
れ

る
の
で
あ

る
。

こ
の
よ
う
な
経
験
的
世
界
の
把
握

に
基

づ
け
ば
、

ア
ッ
ラ

ー
は
存
在
者

の

一
つ

一
つ
に
自
ら
の
原
初
的
属
性

を
あ
ら

わ
し
て

い
る
と

い
う
理
解

に
な
る
。

し

た
が

っ
て
、
存
在
者

は
い
ず
れ
も

神
的
な
存
在
者
で
あ

る
と
い
う
こ
と

に

な

る
。
こ

の
こ
と
を

ジ
ャ
ー
ミ
ー
は
「
真
理
、
す

な
わ
ち
真
実
在

は
、
そ
の

様
態

、
属
性

、
関
連
、
関
係

の
す

べ
て
と
と
も
に
、
個
々
の
存
在

者
の
う
ち

に
内
在
し
て

い
る
。

そ
れ
ゆ

え
に

”万

物
は
万

物
の
な
か
に
あ
る
”
と
い
わ

れ
て

い
る
。
こ
の
た
め
に

『
秘
密
の
薔
薇
園
』
の
著
者
は

ご

滴
の
水
の
心

を
開

く
な
ら
、
そ
こ

か
ら
百

の
清
ら
か
な
太
洋
が
沸
き
い
ず

る
”

と
い
う
の

で
あ
る
（
「
ラ
ワ
ー
エ
フ
」
2
6
）
」
と
い
っ
て
説
明
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
世

界

は
神

的
な
も

の
で

あ
り
、
善

な
る
も
の
と
理
解
さ
れ

る
。
「
存

在
は
存
在

で
あ
る
か
ぎ
り
純
粋

な
善
で

あ
る
。
な

ん
ら
か
の
存
在
者

が
悪

を
含
む
よ
う

に
見
え

る
の
は
、
そ
れ
は
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
が

欠
如
し
て

い

る
こ
と
に
よ

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
悪
や
欠
点
は
存

在
そ
の
も
の
に
由
来

す
る
の
で
は
な
い
（
「
ラ
ワ
ー
エ
フ
」
2
7
)
」
。
こ
の
立
場
に
た
て
ぱ
「
コ
ー
ラ

ン
」
に
お
け

る
殺
人
禁
止
の
規
定
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

ジ

ャ
ー
ミ
ー
は
い
う
、
「
殺
人
が
悪
事
で

あ
る
と
い
う
の

は
、

殺
人
者

の
殺

傷
能
力
が
悪

と
い
う
の
で
は
な
い
、
ま

た
刃
物
の
機
能
が
悪

と
い
う
の
で
も

な
い
、
殺
さ
れ
た
人
間
の
身
体
が
切

ら
れ
や
す

い
こ
と
が
悪

と
い
う
の
で
は

な
い
、
殺
人
が
悪

な
の
は
人
間
の
生
命

を
奪
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
」

と
。
こ
の
考
え

方
で
は
、
存
在
は
善
で

あ
り
、
善
は
充
実
で
あ
り
、
悪

は
欠

如
と
い
う
結
論
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
て
み

る
と
、
欠
如
を
引

き
起
こ
す
よ

う
な
行
為
は
悪

い
行
為
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
存
在
す
る
も
の
は
存
在
す
る

限
り

に
お
い
て
善
で
あ
り
、
つ
ね
に
欠
如
の
生
じ
る
こ
と
を
避
け
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
し

た
が

っ
て
、
存
在
す
る
も
の
に
つ

い
て
は
可
能
な
限
り

そ
の
存
在
を
保
存
す

る
よ

う
に
努

め
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
欠
如
の
生
じ

て
い
る
も
の

に
つ
い
て

は
欠
如

を
解
消
し
、
本
来
の
望
ま
し

い
存
在
形
式
に

立
ち
返
ら
せ
な
け
れ
ば

な
ら

な
い
の
で
あ
る
。

イ

ス
ラ
ー
ム
の
存
在

一
性

論
の
立
場
で
は
ア
ッ

ラ
ー
を
賛
美
す
る
存
在
者

の
集
合
で
あ

る
世
界

を
善
と
し
て
受
け
止
め
る
。
も

ち
ろ

ん
、

こ
の
世
界
の

中
に
は
イ
ス
ラ
ー
ム
以

外
の
宗
教
や
文
化
も
含
ま
れ
る
の
で
あ

る
。
自
然
現



象
も
人
間

の
文
化
現
象
も
複
雑
多
様
で
あ

れ
ば

あ
る
ほ
ど
に
ア
ッ

ラ
ー
の
栄

光

を
示

す

と
考
え
ら
れ
て

い
る

の
で

あ
る
。

イ
ス

ラ
ー

ム
以
外

の

宗
教

も

ア
ッ
ラ
ー
の
根
源
的
属
性

の
顕
現

と
み

な
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
前
記
の
ジ
ャ

ラ
ー
ル
ッ

ア
イ
ー
ソ

ー
ル
ー
ミ
ー
は
長
詩

「
精
神
的

マ
ス
ナ
ヴ
ィ
ー
」

の
中

に
「
神

を
愛
す
る
者
の
宗
教
は
無
で

あ
る
」
と
い
う
有
名
な
語
句
を
記

し
て

い
る
。

こ
れ
は
真
実
在
と
し
て

の
ア
ッ

ラ
ー
が
認
識
を
超
越
し
て

い
る
と
い

う
意
味
で

、
無
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
か
ら
、
ア

ッ

ラ
ー
を
愛
す
る
者
は
無

を
信
仰
し
て
い
る
と
い
う
意
味

に
理
解
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
れ
と
同
時
に
。
無
を
信
仰
す
る
境
地
に
立
て
ば
こ
の
世
で
イ
ス
ラ
ー

ム
だ
キ
リ
ス
ト
教
だ
仏
教
だ
と
い
う
宗
派
の
対
立

は
無
意
味
だ
と
い
う
こ
と

も
意
味
し
て
い
る
。
存
在
一
性

論
の
立
場
か
ら
ア

ッ
ラ

ー
と
世
界
の
関

係
認

識
を
深
め
て
ゆ
く
と
こ
の
よ
う
な
多
文
化
共
存
の
思
想
的
根
拠
を
獲
得
す
る

こ
と

に
な

る
。
こ

の
よ
う
な
認
識
は
霊
魂
を
浄
化
し
現
象
界
の
真
相
を
見
極

め
る
こ
と
で
達
成

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
存
在
一
性

論
の
立
場
を
採

る
イ

ス
ラ

ー
ム
教
徒

は
「
コ
ー
ラ

ン
」
に
示
さ
れ

る
「
禁
止
」

と
「
命
令
」

を
、
世
界

の
本
質
を

見
極

め
る
「
汚
れ
な
き
心
」
を
育
む
修

練
の
方
法
と
捉
え
て

い
る
。

存
在
一
性

論
の
世
界
観

は
他
者
を
こ
の
よ

う
に
肯
定
し
受

容
す

る
世
界
観

な

の
で
あ

る
。

さ
ら

に
「
コ
ー
ラ
ン
」

に
は
、
世
界

の
創
造

の
以

前
に
、
過

去
か
ら
未

来

に
わ
た
る
時
間

の
中

に
出
現
す

る
人
類

の
す

べ
て

を
一
度
ア
ッ

ラ
ー
の
前

に

呼

び
出

し
、
ア
ッ

ラ
ー
と
主
従

の
誓

い
を
立
て

さ
せ
た
と
い
う
「
原
初

の
契

約
」
（
7
:
1
7
)
の
物
語
が
あ
る
。
こ
の
物
語
に
よ
り
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
は
、

人
類
が
す
べ
て

、
自
覚
し
て

い
る
か
自
覚
し
て
い
な
い
か
の
差
が
あ
る
だ
け

で

、
本
来
は
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
で
あ
る
と
み
な
し
て

い
る
。
存
在
一
性
論
者

は
こ

の
「
原

初
の
契
約
」
の
物
語

も
重
視

し
て

い
る
。

こ
の

「
原

初

の
契

約
」
に
も
と
づ
け

ば
イ
ス
ラ

ー
ム
教
徒
に
と
り
異
教
徒
と
い
う
も
の
は
こ
の

世
に
存
在
し
な
い
こ
と
に
な

る
。
こ

の
よ
う
な
人
間
観
も
ま

た
存
在
一
性
論

に
お
け
る
共
生
、
共
存
の
思

想
を
支
え
る
柱
の
一
つ
と
な
っ
て

い
る
。
そ
し

て
、
こ
の
存
在
一
性
論
思
想

は
イ

ス
ラ
ー
ム
世
界
の
主
流
の
思
想
な
の
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
思

想
の
理
解

の
程
度

に
つ
い
て
は
人

に
よ
り
差
が
あ

る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し

か
し
、
一
部
例
外
は
別
と
し
て
世
界
の
イ

ス
ラ

ー
ム
教
徒
の
大
多
数

は
こ
の
思
想

に
依
拠
し
て
日
常
的
倫
理
生
活
を
お

く

っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
他
者
と

の
協
調
、
共
存
を
目
指
す
宥
和
的

な
思

想
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え

、
た
と
え
ば
中
国
本
土
の
回
教
徒
の
よ
う

に
多

数

の
異
教
徒

の
中
で
少
数
者
と
し
て

、
他
者
と
の
共
存
を
最
重
要
目
標

に
す

る
イ

ス
ラ
ー
ム
教
徒

に
と

っ
て
み

れ
ば
存
在
一
性
論
こ
そ
が
最
も
重
要

な
精

神

的
拠
り
所

と
も

な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
イ

ス
ラ
ー

ム
存
在
一
性
論

を
理
解
す

る
こ
と

は
、
こ
れ
か
ら
共
存
、
共
生
を
目
指
し
て
国
際
化
が

全
世

界

規
模
で

進
行
し
て
ゆ
く
中
で
イ
ス
ラ
ー

ム
の
外

に
あ
る
者
に
と
っ
て

は
大

変

重
要
で

あ
る
。

日
本
人
は
先
の
日
中
戦
争
期
に
中
国
回
教
徒
の
こ
の
よ
う

な
存
在
一
性
論
思

想
を
顧
慮

す
る
こ
と

な
く
、
「
日
本
は
太
陽
、
イ

ス
ラ
ー

ム
は
月
、
日
本
と
イ

ス
ラ

ー
ム
の
合
作
は
日
が
月

を
照
ら
し
、
月
が
輝

く
よ

う
な
も
の
」

な
ど

と
い
う
愚
劣
な
標
語
の
も
と
に
中
国
回
教
徒
を
日
本
に
服



従

さ

せ

る

戦

略

を

実

施

し

た

の

で

あ

る

。

そ

し

て

、

こ

の

よ

う

な

日

本

軍

国

主

義

に

抵

抗

し

た

中

国

回

教

徒

が

数

多

く

日

本

軍

に

よ

り

虐

殺

さ

れ

た

の

で

あ

る

。

わ

れ

わ

れ

が

イ

ス

ラ

ー

ム

と

の

共

存

、

共

生

を

目

指

す

に

は

こ

の

よ

う

な

日

本

の

戦

争

責

任

に

も

決

着

を

つ

け

る

必

要

が

あ

る

だ

ろ

う

。
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