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Fascination and Charm of Music: Music in Arab Muslim Discourse on Wedding
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Summary

The question of music in Islam is not simple.  It is a common misunderstanding that 
music is prohibited in Islam and that Muslims are not allowed to sing and dance.  Arab Muslims, 
for example, love and enjoy various kinds of music, and a wedding without singing and danc-
ing has been unthinkable for Arab Muslims, but there is now a public discussion about what is 
called “an Islamic Wedding”, a wedding free from music.  It is a product of Islamic resurgence 
which started around 1980.  However, exploring the historical discussion about music provided 
by leading Muslim scholars, we find that they are not always negative about music.  In addition, 
the present common usage of the Arabic word “muṭrib”, which means a singer, reveals how Arab 
people see music.  “Muṭrib” literally means someone who manipulates the power of “ṭarab”, po-
etic and musical emotion and even a trance capable of resulting in death.  Arab Muslims do not 
reject music; they are well aware of the power of music and are careful of it.
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ア
ー
イ
シ
ャ
に
よ
る
と
、
彼
女
が
或
る
花
嫁
を
ア
ン
サ
ー
ル
の
男
の
も

と
へ
導
き
入
れ
た
と
き
、
預
言
者
は
「
ア
ー
イ
シ
ャ
よ
、
ア
ン
サ
ー
ル
の

人
達
は
楽
し
み
（
結
婚
の
祝
い
の
と
き
、タ
ン
バ
リ
ン
を
叩
い
た
り
、歌
っ

た
り
す
る
こ
と
）
が
好
き
な
の
に
、
お
前
は
楽
し
ま
な
い
の
か
」
と
言
っ

た
1

。

　

こ
れ
は
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
あ
い
だ
で
は
よ
く
知
ら
れ
た
ハ
デ
ィ
ー
ス
、

つ
ま
り
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
に
つ
い
て
の
言
い
伝
え
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
ム

の
理
解
で
は
、
ム
ハ
ン
マ
ド
は
神
に
選
ば
れ
た
者
で
あ
り
す
べ
て
の
人
間

に
と
っ
て
完
璧
な
手
本
と
さ
れ
る
た
め
、
ハ
デ
ィ
ー
ス
は
コ
ー
ラ
ン
に
次

ぐ
権
威
を
も
つ
。
な
お
、
ア
ー
イ
シ
ャ
と
は
ム
ハ
ン
マ
ド
の
妻
の
一
人
で

あ
る
。
メ
ッ
カ
で
の
布
教
に
苦
戦
す
る
ム
ハ
ン
マ
ド
を
支
え
た
最
初
の
妻

ハ
デ
ィ
ー
ジ
ャ
亡
き
あ
と
、
も
っ
と
も
愛
さ
れ
た
妻
で
あ
り
、
ム
ハ
ン
マ

ド
の
最
期
を
看
取
っ
た
の
も
彼
女
で
あ
る
。
非
常
に
聡
明
で
あ
る
こ
と
で

知
ら
れ
、
ア
ー
イ
シ
ャ
は
数
多
く
の
ハ
デ
ィ
ー
ス
を
今
に
伝
え
て
い
る
。

　

冒
頭
の
ハ
デ
ィ
ー
ス
か
ら
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、
祝
い
の
場
か
ら
身
を
遠

ざ
け
よ
う
と
す
る
妻
ア
ー
イ
シ
ャ
を
見
て
、
そ
う
す
る
必
要
な
ど
な
い
と

い
い
な
が
ら
楽
し
み
に
加
わ
る
よ
う
彼
女
の
背
中
を
や
さ
し
く
押
す
夫

ム
ハ
ン
マ
ド
の
姿
だ
ろ
う
。
こ
の
ハ
デ
ィ
ー
ス
は
、
婚
礼
の
あ
り
方
を
問

う
と
き
、
あ
る
い
は
一
般
に
歌
や
音
楽
の
是
非
に
つ
い
て
議
論
す
る
際
に

音
楽
の
魅
力
あ
る
い
は
誘
惑
︱
婚
礼
を
め
ぐ
る
ア
ラ
ブ
・
ム
ス
リ
ム
の
語
り
を
中
心
に

八
木
久
美
子

し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
。
こ
の
ハ
デ
ィ
ー
ス
を
み
る
限
り
で
は
、
イ
ス
ラ

ム
で
は
歌
や
音
楽
が
は
な
か
ら
否
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と

が
わ
か
る
。
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
が
そ
の
妻
に
、「
タ
ン
バ
リ
ン
を
叩
い

た
り
、
歌
っ
た
り
す
る
」
楽
し
み
を
禁
じ
て
い
な
い
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
場

に
加
わ
る
よ
う
誘
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
。

　

し
か
し
な
が
ら
あ
と
で
紹
介
す
る
と
お
り
、
そ
れ
だ
け
が
唯
一
絶
対
の

見
解
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
に
せ
よ
、
総
じ
て
イ
ス
ラ
ム
法
学
で
は
音
楽

に
対
し
て
否
定
的
な
見
解
が
示
さ
れ
る
傾
向
が
強
い
。
禁
止
で
は
な
い
と

し
て
も
、
で
き
る
だ
け
忌
避
す
べ
き
も
の
と
い
う
見
方
が
広
く
流
布
し
て

い
る

2
。
礼
拝
の
よ
う
な
特
定
の
儀
式
に
付
随
す
る
も
の
を
宗
教
音
楽
と

考
え
る
な
ら
ば
、
イ
ス
ラ
ム
法
学
者
が
代
表
す
る
「
正
統
的
」
な
イ
ス
ラ

ム
の
伝
統
に
は
そ
の
よ
う
な
も
の
は
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
。
キ
リ
ス
ト

教
世
界
で
は
聖
歌
、
賛
美
歌
が
重
要
な
位
置
を
占
め
、
そ
こ
か
ら
芸
術
と

し
て
の
音
楽
が
成
熟
し
て
い
っ
た
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
現
代
に
目
を

向
け
る
と
、
二
〇
〇
一
年
ま
で
続
い
た
タ
リ
バ
ン
政
権
下
の
ア
フ
ガ
ニ
ス

タ
ン
で
楽
器
、
そ
し
て
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
な
ど
音
楽
が
録
音
さ
れ
た
も
の

も
焼
却
さ
れ
、
婚
礼
に
お
い
て
歌
も
踊
り
も
禁
じ
ら
れ
た
と
い
う
極
端
な

例
が
あ
っ
た
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
る

3
。

　

し
か
し
こ
う
し
た
否
定
的
な
見
解
が
あ
る
一
方
で
、
現
実
に
は
イ
ス
ラ

ム
が
支
配
的
な
地
域
に
は
豊
か
な
音
楽
文
化
が
あ
る
。
歴
史
を
さ
か
の
ぼ
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れ
ば
、「
千
夜
一
夜
」
物
語
に
は
た
く
さ
ん
の
楽
器
の
名
が
登
場
す
る
し

4
、

現
代
に
目
を
転
じ
る
と
、
ま
さ
に
ポ
ッ
プ
ス
と
呼
ぶ
べ
き
ジ
ャ
ン
ル
の
人

気
は
否
定
し
よ
う
も
な
い
。「
ア
ラ
ブ
の
春
」
に
お
い
て
も
人
々
を
鼓
舞

し
幅
広
い
層
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
届
け
る
と
い
う
点
で
こ
の
種
の
新
し
い

音
楽
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が

5
、
こ
う

し
た
現
象
は
、
人
々
が
日
ご
ろ
か
ら
音
楽
に
親
し
ん
で
い
る
の
で
な
け
れ

ば
あ
り
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
混
乱
さ
せ
る
よ
う
だ
が
、
今
日
で
は
現
代
風
の
曲
調
に
乗
せ
ら

れ
た
ム
ハ
ン
マ
ド
賛
歌
、
神
の
栄
光
を
称
え
る
ヒ
ッ
プ
ホ
ッ
プ
と
い
っ
た

も
の
す
ら
登
場
し
、
か
な
り
の
人
気
を
博
し
て
い
る

6
。
法
学
者
た
ち
の

議
論
は
さ
て
お
き
、
現
実
に
は
音
楽
は
人
々
の
生
活
の
欠
か
せ
な
い
部
分

に
な
っ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

本
論
で
は
、
現
代
の
イ
ス
ラ
ム
教
徒
た
ち
は
音
楽
を
ど
う
捉
え
て
い
る

か
、
と
く
に
エ
ジ
プ
ト
を
中
心
と
す
る
ア
ラ
ブ
世
界
に
お
い
て
音
楽
に
つ

い
て
ど
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
か
を
み
て
い
き
た
い
。
そ
し
て
な

ぜ
そ
の
よ
う
な
捉
え
方
を
す
る
の
か
、
そ
の
背
景
に
あ
る
も
の
を
も
明
ら

か
に
し
て
い
き
た
い
。
結
論
を
少
し
先
回
り
し
て
い
え
ば
、
今
、
音
楽
に

つ
い
て
交
わ
さ
れ
て
い
る
議
論
を
み
る
と
、
当
然
で
は
あ
る
が
そ
こ
に
今

日
の
状
況
の
な
か
で
生
ま
れ
た
問
題
意
識
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
以
上
に

関
心
を
引
く
の
は
、
基
本
的
に
は
中
世
の
イ
ス
ラ
ム
法
学
者
の
議
論
と
み

ご
と
な
ま
で
に
連
続
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
彼
ら
は
音
楽
に
魅
惑

さ
れ
、
か
つ
そ
の
力
に
慄
い
て
い
る
。

　

こ
こ
で
は
手
が
か
り
と
し
て
婚
礼
と
い
う
祝
い
の
場
に
着
目
し
た
い
。

宗
教
や
文
化
の
違
い
を
超
え
て
、
婚
礼
が
ひ
と
り
の
人
間
に
と
っ
て
人
生

最
大
の
イ
ベ
ン
ト
の
ひ
と
つ
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
さ
ら
に
イ
ス

ラ
ム
に
お
い
て
は
、「
結
婚
は
宗
教
の
半
分
」
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
結
婚
が

重
視
さ
れ
て
い
る
の
も
、
婚
礼
に
着
目
す
る
理
由
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
婚

外
の
性
交
渉
が
厳
し
く
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
子
を
も
う
け
次

の
世
代
に
イ
ス
ラ
ム
を
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
考
え
れ
ば
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
に
と
っ
て
結
婚
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
の

は
当
然
で
あ
ろ
う
。
で
は
婚
姻
関
係
を
成
立
さ
せ
る
た
め
の
儀
礼
と
し
て

の
婚
礼
と
、
音
楽
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。

　

こ
こ
で
イ
ス
ラ
ム
に
お
け
る
婚
姻
関
係
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
く
と
、

そ
れ
は
両
者
の
契
約
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
イ
ス
ラ
ム
法
的

に
は
婚
姻
契
約
が
結
ば
れ
る
こ
と
で
当
該
の
男
女
の
あ
い
だ
に
夫
婦
関

係
が
成
立
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
現
実
は
か
な
ら
ず
し
も
そ
う
単
純
で
は

な
く
、
他
の
い
く
つ
か
の
儀
式
を
重
ね
て
よ
う
や
く
社
会
的
に
承
認
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
い
わ
ゆ
る
花
嫁
行
列
や
婚
宴
な
ど
一
連
の
儀

式
を
経
て
は
じ
め
て
「
床
入
り
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
う
し
た

一
連
の
実
践
が
イ
ス
ラ
ム
法
的
に
は
何
の
意
味
も
な
い
か
と
い
う
と
そ

う
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
イ
ス
ラ
ム
法
で
は
婚
姻
関
係
の
公
表
が
求

め
ら
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
実
践
が
そ
れ
に
あ
た
る
と
い
う
解
釈
も
成
立

す
る
か
ら
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
一
連
の
実
践
は
地
域
ご
と
の
特
色
を
帯

び
た
社
会
的
慣
習
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
見
方
が
あ
る
の
と
同
時
に
、
イ
ス

ラ
ム
法
的
な
要
件
だ
と
い
う
解
釈
も
可
能
な
の
で
あ
る
。
本
論
で
は
便
宜

上
、
婚
姻
契
約
締
結
後
の
花
嫁
行
列
や
婚
宴
な
ど
一
連
の
儀
式
を
婚
礼
と

呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

　

従
来
の
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
婚
礼
に
つ
い
て
い
う
と
、
一
般
的
に
音
楽
的

な
要
素
は
つ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
タ
リ
バ
ン
政
権
の
動
き

は
イ
ス
ラ
ム
世
界
で
も
奇
異
な
も
の
と
し
て
注
目
を
集
め
た
の
で
あ
ろ

う
。
筆
者
自
身
、
ア
ラ
ブ
の
複
数
の
地
域
で
何
度
も
婚
礼
に
接
し
た
が
、
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ど
こ
の
婚
礼
で
も
歌
に
合
わ
せ
て
人
々
は
踊
り
、
歓
声
を
上
げ
、
平
均

的
な
日
本
人
の
感
覚
か
ら
す
る
と
と
き
に
は
驚
く
ほ
ど
の
賑
や
か
さ
で

あ
っ
た
。
婚
礼
が
盛
大
に
行
わ
れ
る
の
は
ア
ラ
ブ
世
界
に
限
っ
た
こ
と
で

は
な
く
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
が
多
い
地
域
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
そ
の
土
地
独
自

の
歌
や
踊
り
が
あ
る

7
。
当
事
者
だ
け
で
な
く
地
域
社
会
全
体
に
と
っ
て

も
重
要
な
イ
ベ
ン
ト
で
あ
る
婚
礼
に
は
、
音
楽
は
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ

り
つ
づ
け
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
昨
今
、
こ
う
し
た
音
楽
的
要
素
に
満
ち
た
婚
礼
を
批
判
す
る

声
が
上
が
っ
て
い
る
。
今
の
と
こ
ろ
主
流
の
見
解
と
は
い
え
な
い
も
の

の
、
婚
礼
か
ら
音
楽
を
完
全
に
排
除
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
人
々
も
い
れ

ば
、
一
切
の
音
楽
的
要
素
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
に
し
て
も
楽
器
の

使
用
は
や
め
る
べ
き
だ
と
す
る
立
場
、
あ
る
い
は
使
用
し
て
い
い
楽
器
は

タ
ン
バ
リ
ン
の
よ
う
な
打
楽
器
だ
け
だ
と
す
る
立
場
も
あ
る
。
と
く
に
、

一
九
八
〇
年
前
後
か
ら
顕
著
に
な
っ
た
「
イ
ス
ラ
ム
復
興
」
以
降
の
世
代

に
、
こ
う
し
た
考
え
方
に
共
感
を
示
す
人
々
が
多
い
よ
う
だ
。
一
見
、
些

細
な
問
題
に
拘
泥
し
て
い
る
か
に
も
み
え
る
こ
う
し
た
現
象
は
、
い
っ
た

い
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
イ
ス
ラ
ム
に
お
け
る
音
楽
的
要
素

　

先
に
、
厳
密
な
意
味
で
宗
教
音
楽
と
呼
べ
る
よ
う
な
も
の
が
「
正
統
的

な
」
イ
ス
ラ
ム
の
な
か
に
は
な
い
と
い
っ
た
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
う

少
し
説
明
を
加
え
て
お
き
た
い
。
と
い
う
の
は
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
は
け
っ

し
て
音
楽
と
は
認
識
し
な
い
が
、
そ
う
で
な
い
人
間
に
は
豊
か
な
音
楽
性

を
も
つ
と
し
か
思
え
な
い
も
の
が
実
は
「
正
統
的
な
」
イ
ス
ラ
ム
の
な
か

に
あ
る
。
そ
の
典
型
的
な
例
が
聖
典
コ
ー
ラ
ン
の
朗
誦
で
あ
り
、
さ
ら
に

礼
拝
の
時
刻
を
告
げ
る
呼
び
か
け
、
ア
ザ
ー
ン
で
あ
る
。

　

ま
ず
ア
ザ
ー
ン
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
し
て
お
く
と
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒

は
一
日
に
五
回
定
め
ら
れ
た
時
刻
に
礼
拝
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る

が
、
そ
の
時
刻
に
な
る
と
、
モ
ス
ク
の
ミ
ナ
レ
ッ
ト
と
呼
ば
れ
る
塔
か
ら

「
神
は
偉
大
な
り
」
と
い
う
意
味
の
文
言
で
始
ま
る
定
型
の
ア
ラ
ビ
ア
語

に
よ
る
礼
拝
へ
の
呼
び
か
け
の
声
が
流
れ
る

8
。
こ
れ
が
ア
ザ
ー
ン
で
あ

る
。
ア
ザ
ー
ン
に
は
、
程
度
の
差
は
あ
れ
必
ず
抑
揚
や
リ
ズ
ム
が
つ
け
ら

れ
て
お
り
、
そ
れ
と
知
ら
な
い
者
が
聞
け
ば
、
な
に
か
の
歌
声
が
聞
こ
え

て
き
た
と
思
う
に
違
い
な
い
。
現
在
で
は
ラ
ジ
オ
や
テ
レ
ビ
で
も
流
さ
れ

る
が
、
イ
ス
ラ
ム
の
歴
史
を
と
お
し
て
人
々
は
こ
の
声
に
よ
っ
て
礼
拝
の

時
刻
が
来
た
こ
と
を
知
っ
た
。
ア
ザ
ー
ン
が
聞
こ
え
る
と
、
人
々
は
仕
事

や
家
事
に
費
や
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
俗
な
時
間
の
流
れ
を
い
っ
た
ん
止
め
、

礼
拝
の
た
め
の
、
短
い
と
は
い
え
聖
な
る
時
間
に
身
を
浸
す
こ
と
に
な

る
。

　

コ
ー
ラ
ン
の
朗
誦
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
。
イ
ス
ラ
ム
で
は

コ
ー
ラ
ン
は
神
が
語
っ
た
こ
と
ば
で
あ
り
、
仲
介
者
た
る
天
使
ガ
ブ
リ
エ

ル
が
そ
れ
を
口
伝
え
で
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
に
少
し
ず
つ
教
え
た
と
さ

れ
る
。
彼
と
同
時
代
の
人
々
は
ム
ハ
ン
マ
ド
が
そ
れ
を
唱
え
る
の
を
聞
い

て
記
憶
し
て
い
っ
た
と
い
う
。
コ
ー
ラ
ン
と
は
、
本
来
的
に
音
と
し
て
存

在
し
口
承
で
伝
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
実
際
、
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド

の
存
命
中
に
は
書
き
も
の
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
な
い
。
コ
ー
ラ
ン
が

書
物
の
形
を
と
る
こ
と
が
一
般
的
に
な
っ
た
現
在
で
も
、
そ
れ
は
一
義
的

に
は
文
字
を
目
で
追
っ
て
読
む
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
声
に
出
し
て
美
し

く
詠
み
あ
げ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
専
門
家
に
よ
る
コ
ー

ラ
ン
の
朗
誦
に
は
技
巧
が
凝
ら
さ
れ
て
お
り

9
、
そ
の
美
し
さ
に
は
圧
倒
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さ
れ
る
。

　

コ
ー
ラ
ン
に
は
次
の
よ
う
な
文
言
が
あ
る
。「
夜
間
の
半
分
、
ま
た
そ

れ
よ
り
も
少
し
縮
め
て
（
礼
拝
に
立
て
）、
あ
る
い
は
、
そ
れ
よ
り
も
少
し

多
く
礼
拝
に
（
立
て
）、
そ
し
て
ゆ
っ
く
り
と
慎
重
な
調
子
で
、
ク
ル
ア
ー

ン
を
読
め

10
」
と
い
う
も
の
だ
。「
ゆ
っ
く
り
と
慎
重
な
調
子
で
」
そ
れ

は
唱
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

ハ
デ
ィ
ー
ス
に
も
コ
ー
ラ
ン
を
美
し
く
唱
え
る
こ
と
の
大
切
さ
、
そ
し

て
そ
れ
を
聴
く
こ
と
の
喜
び
に
つ
い
て
伝
え
る
も
の
が
あ
る
。

　
「
コ
ー
ラ
ン
を
歌
う
よ
う
に
唱
え
る
こ
と
。—

神
の
言
葉
「
コ
ー
ラ

ン
を
緩
や
か
に
朗
誦
せ
よ
」（
七
三
の
四
）—

「
コ
ー
ラ
ン
に
は
幾
つ

も
の
区
切
り
を
つ
け
て
、
汝
が
間
を
お
い
て
皆
に
読
誦
し
て
や
る
に
便
利

な
よ
う
に
と
り
は
か
ら
っ
て
お
い
た
」（
一
七
の
一
〇
七（
一
〇
六
））。—

コ
ー
ラ
ン
を
詩
の
よ
う
に
唱
え
る
こ
と
は
咎
む
べ
き
で
は
な
い
。」

11

　

一
九
世
紀
以
降
、
コ
ー
ラ
ン
や
ア
ザ
ー
ン
を
耳
に
し
た
多
く
の
西
洋

人
、
日
本
人
が
こ
れ
ら
を
採
譜
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
彼
ら
が
あ
る
一
定

の
個
性
を
持
っ
た
音
の
流
れ
、
つ
ま
り
歌
に
近
い
も
の
と
感
じ
た
か
ら

な
の
だ
ろ
う
。
と
く
に
注
目
し
た
い
の
は
一
八
二
五
年
か
ら
二
年
強
エ
ジ

プ
ト
に
滞
在
し
、
そ
の
風
俗
を
克
明
に
記
録
し
た
エ
ド
ワ
ー
ド
・
レ
イ
ン

（
一
八
〇
一
～
一
八
七
六
）の
例
で
あ
る
。
レ
イ
ン
は
ア
ザ
ー
ン
お
よ
び
コ
ー

ラ
ン
の
朗
誦
を
採
譜
し
て
い
る
が
、
彼
の
著
書
の
な
か
で
そ
れ
が
置
か
れ

て
い
る
の
は
宗
教
に
関
す
る
章
で
は
な
く
、
第
一
八
章
「
音
楽
」
の
章
で

あ
る

12
。
ア
ラ
ビ
ア
語
を
自
由
に
操
る
レ
イ
ン
は
そ
の
意
味
も
働
き
も
す

べ
て
わ
か
っ
て
い
た
は
ず
だ
が
、
そ
れ
で
も
な
お
彼
は
「
音
楽
」
と
位
置

づ
け
た
。
お
そ
ら
く
彼
は
、
そ
れ
ら
の
高
い
音
楽
性
を
読
者
に
伝
え
た

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

現
代
に
話
を
移
す
と
、
大
手
の
ウ
ェ
ブ
通
販
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
ア
マ
ゾ

ン
で
は
、
コ
ー
ラ
ン
朗
誦
の
Ｃ
Ｄ
は
「
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
ス
ト
ア
」
と
い
う

区
分
の
下
に
あ
る
「
ワ
ー
ル
ド
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
」
と
い
う
区
分
の
な
か

で
販
売
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
イ
ス
ラ
ム
の
伝
統
の
外
に
生
き
る
者
が

コ
ー
ラ
ン
や
ア
ザ
ー
ン
を
耳
に
し
た
と
き
に
受
け
る
印
象
は
、
彼
ら
が
異

国
情
緒
に
あ
ふ
れ
た
音
楽
を
聞
い
た
時
に
受
け
る
も
の
に
近
い
と
い
う

判
断
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

コ
ー
ラ
ン
の
朗
誦
を
専
門
と
す
る
者
が
い
る
と
先
に
述
べ
た
が
、
人
々

は
そ
れ
ぞ
れ
に
自
分
の
好
み
の
コ
ー
ラ
ン
詠
み
の
朗
唱
を
選
ん
で
聴
く
。

コ
ー
ラ
ン
詠
み
に
謝
礼
を
払
っ
て
自
宅
で
朗
誦
し
て
も
ら
う
の
は
昔
か

ら
一
般
的
で
あ
る
。
今
で
は
朗
誦
の
Ｃ
Ｄ
や
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
を
買
う
こ

と
も
あ
れ
ば
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
も
あ
る
。

ま
た
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル
な
ど
に
買
い
物
に
行
く
と
、
店
に
よ
っ
て
は

Ｂ
Ｇ
Ｍ
の
代
わ
り
と
で
も
い
う
か
の
よ
う
に
、
コ
ー
ラ
ン
の
朗
誦
を
流
し

て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
そ
れ
で
も
や
は
り
コ
ー
ラ
ン
朗
誦
は
歌
と
は
み

な
さ
れ
ず
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
に
と
っ
て
は
音
楽
の
一
ジ
ャ
ン
ル
で
は
な
い

の
で
あ
る

13
。

　
神
秘
家
た
ち
の
音
楽

　

で
は
い
っ
た
い
、
イ
ス
ラ
ム
の
歴
史
に
お
い
て
音
楽
は
ど
の
よ
う
に
論

じ
ら
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
現
在
、
一
般
的
に
ア
ラ
ビ
ア
語
で
音
楽
を

意
味
す
る
語
と
い
え
ば
「
ム
ー
シ
ー
カ
ー
（m

ūsīqā

）」
で
あ
る
。
た
だ

し
、
こ
の
語
は
音
楽
一
般
で
は
な
く
、
歌
、
声
楽
を
意
味
す
る
「
ギ
ナ
ー

（ghinā
,

）」
と
対
比
す
る
形
で
器
楽
を
と
く
に
指
す
こ
と
も
あ
る
。

　

発
音
か
ら
推
察
さ
れ
る
と
お
り
、「
ム
ー
シ
ー
カ
ー
」
は
外
来
語
で
あ
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る
。
西
暦
九
世
紀
初
頭
の
カ
リ
フ
、
マ
ア
ム
ー
ン
の
時
代
に
、
ギ
リ
シ
ャ

語
の
文
献
が
大
量
に
ア
ラ
ビ
ア
語
に
訳
さ
れ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
が
、
哲
学
、
自
然
科
学
と
並
ん
で
こ
の
と
き
に
紹
介
さ
れ
た
学
問
的

分
野
の
ひ
と
つ
が
音
楽
理
論
、
あ
る
い
は
音
楽
学
で
あ
っ
た
。
元
来
は

「
ム
ー
シ
ー
カ
ー
」
は
音
楽
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
音
楽
に
つ
い
て
の
理

論
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。

　

音
楽
理
論
と
い
う
も
の
が
外
か
ら
取
り
入
れ
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
う

点
は
と
く
に
重
要
で
あ
る
。
こ
の
分
野
に
お
い
て
は
、
琵
琶
に
近
い
ウ
ー

ド
や
チ
ャ
ル
メ
ラ
に
似
た
ミ
ズ
マ
ー
ル
と
い
っ
た
楽
器
に
つ
い
て
も
論

じ
ら
れ
た
が
、「
楽
器
」
は
文
字
ど
お
り
「
音
楽
の
道
具
」
を
意
味
す
る

現
代
の
ア
ラ
ビ
ア
語
と
は
異
な
り
「
マ
ラ
ー
ヒ
ー
（m
alāhī

）」
と
呼
ば
れ

て
い
た
。「
マ
ラ
ー
ヒ
ー
」
と
は
、
娯
楽
の
道
具
と
い
う
よ
う
な
意
味
で

あ
る

14
。「
ム
ー
シ
ー
カ
ー
」と
い
う
学
問
分
野
は
、コ
ー
ラ
ン
や
ハ
デ
ィ
ー

ス
と
直
結
す
る
よ
う
な
学
問
分
野
と
は
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
。

　

で
は
イ
ス
ラ
ム
の
内
側
か
ら
は
音
楽
に
関
す
る
議
論
が
提
起
さ
れ
る

こ
と
が
な
い
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
こ
の
点
を
み
る
う
え
で

キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
る
の
が
「
サ
マ
ー
ウ
（sam

ā
،

）」
で
あ
る
。「
サ
マ
ー
ウ
」

は
元
来
、
聞
く
こ
と
を
意
味
す
る
普
通
名
詞
で
、
そ
こ
か
ら
転
じ
て
音
楽

を
聞
く
こ
と
、
そ
れ
に
伴
う
実
践
、
と
き
に
は
聞
か
れ
る
音
楽
を
も
意
味

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
「
サ
マ
ー
ウ
」
は
と
く
に
イ
ス
ラ
ム
法
学
の
見
地
か
ら
、
ス
ー
フ
ィ
ズ

ム
つ
ま
り
イ
ス
ラ
ム
の
神
秘
主
義
の
流
れ
に
身
を
置
く
人
々
が
修
行
の

な
か
で
使
う
音
楽
に
言
及
す
る
際
に
使
わ
れ
る
。
イ
ス
ラ
ム
の
歴
史
に
お

い
て
、
神
秘
主
義
は
つ
ね
に
微
妙
な
位
置
づ
け
に
あ
っ
た
。
そ
れ
に
つ
い

て
は
現
在
も
変
わ
り
な
い
。
神
秘
家
た
ち
は
イ
ス
ラ
ム
に
精
神
的
な
深
み

や
温
か
み
を
添
え
る
と
い
う
点
で
評
価
さ
れ
る
一
方
、
イ
ス
ラ
ム
法
の
遵

守
に
重
き
を
置
く
法
学
者
た
ち
と
比
較
し
て
、
規
範
や
戒
律
を
な
い
が
し

ろ
に
し
、
非
イ
ス
ラ
ム
的
要
素
に
門
戸
を
開
く
者
と
し
て
常
に
疑
い
の
ま

な
ざ
し
を
向
け
ら
れ
て
き
た
。
音
楽
に
合
わ
せ
舞
い
な
が
ら
陶
酔
の
境
地

に
入
っ
て
い
く
神
秘
家
独
自
の
実
践
は
、
人
間
を
危
険
な
方
向
に
導
く
も

の
と
し
て
法
学
者
か
ら
し
ば
し
ば
批
判
を
受
け
た
の
で
あ
る
。

　

ま
し
て
や
レ
イ
ン
が
記
録
す
る
次
の
よ
う
な
極
端
な
例
は
、
の
ち
に
近

代
化
を
推
し
進
め
よ
う
と
す
る
為
政
者
か
ら
も
イ
ス
ラ
ム
の
「
後
進
性
」

の
証
に
な
り
か
ね
な
い
も
の
と
し
て
否
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
レ
イ
ン

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
タ
ン
バ
リ
ン
の
音
に
合
わ
せ
激
し
く
舞
う
神
秘
家
、
ダ

ル
ウ
ェ
ー
シ
ュ
の
姿
に
つ
い
て
こ
う
記
し
て
い
る
。「
彼
ら
の
舞
に
は
規

則
性
な
ど
な
い
。
体
を
上
下
に
動
か
し
た
か
と
思
え
ば
、
旋
回
し
、
続
い

て
腕
を
使
っ
て
奇
妙
な
身
ぶ
り
を
す
る
。
飛
び
跳
ね
、
と
き
に
は
叫
び
声

を
あ
げ
る
の
だ
。（
中
略
）
圧
倒
的
な
高
揚
感
を
迎
え
る
べ
く
行
う
宗
教

的
な
実
践
だ
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
者
が
こ
れ
を
見
た
ら
、
か
な
ら
ず

や
こ
う
思
う
だ
ろ
う
。
舞
っ
て
い
る
こ
れ
ら
の
ダ
ル
ウ
ェ
ー
シ
ュ
た
ち
は

競
い
合
っ
て
道
化
の
真
似
を
し
て
い
る
に
違
い
な
い
と
。

15
」

　

一
方
で
、
神
秘
主
義
に
近
い
立
場
の
学
者
た
ち
か
ら
は
、「
サ
マ
ー
ウ
」

を
擁
護
す
る
声
が
上
が
っ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
イ
ス
ラ
ム

の
歴
史
上
も
っ
と
も
著
名
な
学
者
の
ひ
と
り
で
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

も
ラ
テ
ン
名
ア
ル
ガ
ゼ
ル
と
し
て
知
ら
れ
た
ガ
ザ
ー
リ
ー
（
一
〇
五
八
～

一
一
一
一
）
は
、
音
楽
を
悪
魔
の
誘
惑
に
結
び
つ
け
る
説
を
退
け
、
音
楽

が
呼
び
お
こ
す
の
は
す
で
に
人
間
の
心
の
な
か
に
存
在
す
る
も
の
だ
け

で
あ
る
と
主
張
し
、
神
秘
家
が
音
楽
を
使
う
こ
と
を
容
認
し
て
い
る
の
が

わ
か
る
。
ど
の
程
度
の
時
間
、
ど
の
よ
う
な
場
所
で
聴
く
か
、
そ
し
て
ど

の
よ
う
な
人
と
と
も
に
聴
く
か
に
よ
っ
て
、
音
楽
を
聴
く
こ
と
の
意
味
は

異
な
る
と
も
い
っ
て
い
る

16
。
ガ
ザ
ー
リ
ー
自
身
、
大
物
の
神
学
者
で
あ
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り
な
が
ら
神
秘
家
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
神
秘
家
で
あ
り
哲
学
者
と
し
て

も
知
ら
れ
る
ス
フ
ラ
ワ
ル
デ
ィ
ー
（
一
一
五
四
～
一
一
九
一
）
も
同
様
に
、

次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「
音
楽
は
す
で
に
そ
こ
に
あ
る
も
の
以
外
、

何
も
心
の
な
か
に
呼
び
お
こ
し
た
り
は
し
な
い
。
だ
か
ら
も
し
そ
の
人
が

神
以
外
の
も
の
に
心
を
奪
わ
れ
て
い
た
ら
、
官
能
的
な
欲
望
を
か
き
た
て

ら
れ
る
だ
ろ
う
し
、
そ
う
で
は
な
く
内
面
に
お
い
て
神
へ
の
愛
に
邁
進

し
て
い
る
人
は
、
音
楽
に
よ
っ
て
そ
の
意
志
に
従
う
気
持
ち
に
な
る

17
。」

こ
う
し
た
立
場
か
ら
み
れ
ば
、
音
楽
は
自
ら
の
心
の
う
ち
に
あ
る
神
へ
の

愛
を
強
め
る
こ
と
に
役
立
つ
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
議
論
を
み
て
い
る
と
、
ひ
と
つ
の
重
要
な
点
が
明
ら
か
に
な

る
。
そ
れ
は
、「
サ
マ
ー
ウ
」
と
い
う
神
秘
家
の
実
践
を
批
判
す
る
側
も
、

逆
に
そ
れ
を
擁
護
す
る
側
も
、
同
じ
認
識
を
共
有
し
て
い
る
と
い
う
点
で

あ
る
。
ど
ち
ら
の
側
も
、
音
楽
は
人
間
に
強
い
力
を
及
ぼ
す
こ
と
、
人
間

を
通
常
と
は
異
な
る
状
態
に
す
る
力
を
も
つ
こ
と
を
前
提
と
し
て
議
論

し
て
い
る
。

　
世
俗
的
・
商
業
的
な
音
楽
の
誕
生

　

イ
ス
ラ
ム
の
長
い
歴
史
に
お
け
る
専
門
家
の
議
論
は
さ
て
お
き
、
我
々

と
同
時
代
を
生
き
る
人
々
が
娯
楽
と
し
て
、
芸
術
と
し
て
日
常
的
に
音
楽

と
接
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
触
れ
た
と
お
り
で
あ
る
。
実

際
、多
種
多
様
な
音
楽
が
愛
好
さ
れ
て
い
る
。
西
洋
の
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
、

現
代
的
な
ポ
ッ
プ
ス
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
従
来
の
枠
を
超
え
る
よ
う
な

新
し
い
ジ
ャ
ン
ル
も
次
々
と
生
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
か
た
わ
ら
で
、
そ
の

土
地
固
有
の
伝
統
的
な
歌
謡
法
や
昔
な
が
ら
の
演
奏
法
も
し
っ
か
り
と

存
在
感
を
示
し
て
い
る
。

　

ま
ず
は
エ
ジ
プ
ト
を
中
心
と
す
る
近
代
の
ア
ラ
ブ
世
界
で
は
、
音
楽
を

め
ぐ
っ
て
何
が
起
き
た
の
か
、
ど
の
よ
う
な
音
楽
が
聴
か
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
か
、
そ
れ
ら
は
ど
の
よ
う
に
誕
生
し
た
の
か
を
確
認
し
て
お
き

た
い
。
そ
の
た
め
に
絶
対
に
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
二
〇
世

紀
の
ア
ラ
ブ
世
界
に
君
臨
し
、「
東
洋
の
星
（kaukabu al-sharq

）」
と
呼

ば
れ
た
、
ウ
ン
ム
・
ク
ル
ス
ー
ム
（
一
九
〇
四
？
～
一
九
七
五
）
と
い
う
女

性
歌
手
で
あ
る

18
。
そ
の
声
は
重
厚
で
迫
力
が
あ
る
。
二
〇
世
紀
に
ふ
さ

わ
し
い
、
新
し
い
ア
ラ
ブ
の
音
楽
を
大
成
さ
せ
た
の
は
彼
女
だ
と
評
価
さ

れ
て
い
る
が
、
エ
ジ
プ
ト
の
国
立
芸
術
総
合
大
学
の
構
内
に
、
彼
女
の
銅

像
が
あ
る
の
は
そ
の
証
拠
と
い
え
よ
う
。
世
代
を
超
え
、
国
境
を
超
え
て

ア
ラ
ブ
世
界
全
体
で
圧
倒
的
な
支
持
を
受
け
た
彼
女
の
ス
ケ
ー
ル
の
大

き
さ
は
、
日
本
の
ど
の
歌
手
に
も
例
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
誤
解
を
恐

れ
ず
あ
え
て
日
本
風
に
い
う
な
ら
ば
、
演
歌
の
大
御
所
と
一
流
の
オ
ペ
ラ

歌
手
の
才
能
を
兼
ね
備
え
た
人
物
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
彼
女
が
亡

く
な
っ
た
時
、
そ
の
死
を
悼
む
た
め
に
集
ま
っ
た
人
々
は
四
〇
〇
万
と
い

わ
れ
、
伝
説
と
な
っ
て
い
る
。

　

生
前
、
彼
女
の
リ
サ
イ
タ
ル
は
毎
月
、
第
一
木
曜
の
夜
に
テ
レ
ビ
で
放

映
さ
れ
た
が
、
そ
の
時
間
は
通
り
か
ら
人
影
が
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と

だ
。
リ
サ
イ
タ
ル
の
よ
う
す
は
ア
ラ
ブ
世
界
で
は
今
も
衛
星
放
送
テ
レ

ビ
な
ど
で
繰
り
か
え
し
放
送
さ
れ
て
い
る
が
、
次
第
に
盛
り
あ
が
っ
て
く

る
と
、
観
客
か
ら
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
声
援
が
か
か
り
、
と
き
に
は

立
ち
あ
が
っ
て
踊
り
だ
す
人
も
で
る
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
応

え
る
よ
う
に
ク
ル
ス
ー
ム
は
歌
い
方
を
自
在
に
変
え
る
。
歌
が
人
を
動
か

す
。
歌
手
と
は
こ
の
力
を
も
つ
人
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

あ
と
で
再
び
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。
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新
し
い
時
代
の
歌
手
と
し
て
、
ク
ル
ス
ー
ム
は
ラ
ジ
オ
、
テ
レ
ビ
と

い
っ
た
メ
デ
ィ
ア
を
支
配
し
た
。
数
多
く
の
映
画
に
も
出
演
し
、
そ
の
な

か
で
も
歌
っ
た
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
彼
女
は
完
全
に
商
業
化
し
た

音
楽
の
世
界
、
極
め
て
世
俗
的
な
世
界
に
生
き
た
人
間
と
み
る
こ
と
が
で

き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
女
が
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
の
才
能
を
開
花
さ

せ
て
い
っ
た
の
か
を
み
る
と
、
意
外
な
こ
と
に
気
づ
く
。

　

彼
女
は
カ
イ
ロ
の
よ
う
な
都
市
の
出
身
で
は
な
く
、
農
村
の
出
身
で
あ

る
。
父
親
は
コ
ー
ラ
ン
の
朗
誦
を
生
業
と
し
て
い
た
が
、
家
族
で
ア
ン
サ

ン
ブ
ル
を
組
み
、
婚
礼
な
ど
祝
祭
の
場
に
招
か
れ
て
ナ
シ
ー
ド
と
呼
ば
れ

る
宗
教
的
な
歌
を
歌
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
ナ
シ
ー
ド
と
は
一
般
に
は
賛
歌

を
意
味
す
る
が
、
と
く
に
神
を
賛
美
す
る
も
の
、
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
を

称
え
る
も
の
な
ど
イ
ス
ラ
ム
の
教
え
と
深
く
結
び
つ
い
た
内
容
の
歌
を

指
す
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、
通
常
は
伴
奏
に
は
タ
ン
バ
リ
ン
な
ど
の
打
楽

器
以
外
は
使
用
し
な
い
。

　

こ
う
し
た
家
庭
に
生
ま
れ
た
ク
ル
ス
ー
ム
は
、
幼
く
し
て
コ
ー
ラ
ン
の

暗
唱
を
目
的
と
し
た
伝
統
的
な
教
育
施
設
、
ク
ッ
タ
ー
ブ
に
通
い
は
じ
め

る
。
こ
の
こ
ろ
か
ら
す
で
に
彼
女
の
声
の
美
し
さ
、
朗
誦
の
巧
み
さ
は
評

判
に
な
り
、
父
親
は
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
に
彼
女
を
加
え
た
。
こ
れ
こ
そ
が
、

彼
女
が
歌
手
と
し
て
の
成
功
の
階
段
を
駆
け
あ
が
っ
て
い
く
第
一
歩
で

あ
っ
た
。
言
い
換
え
る
と
、
新
し
い
時
代
の
ア
ラ
ブ
世
界
を
代
表
す
る
歌

手
、
ウ
ン
ム
・
ク
ル
ス
ー
ム
の
出
発
点
に
あ
っ
た
の
は
、
コ
ー
ラ
ン
の
朗

誦
で
あ
り
、
宗
教
的
な
賛
歌
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ウ
ン
ム
・
ク
ル
ス
ー
ム

の
背
景
が
示
す
よ
う
に
、
西
洋
的
な
音
楽
が
入
っ
て
く
る
以
前
、
人
々
の

意
識
の
な
か
に
は
宗
教
的
な
音
楽
と
世
俗
的
な
音
楽
と
い
う
は
っ
き
り

と
し
た
区
別
な
ど
な
か
っ
た
。
祝
い
事
に
ナ
シ
ー
ド
が
歌
わ
れ
た
と
い
う

の
は
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
る

19
。

　

そ
れ
が
徐
々
に
変
化
し
、
宗
教
と
は
ま
っ
た
く
無
関
係
な
、
娯
楽
あ
る

い
は
芸
術
と
し
て
の
音
楽
と
い
う
範
疇
が
確
立
す
る
の
は
、
商
業
化
に
よ

る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
誰
か
に
請
わ
れ
そ
の
人
の
た
め
に
歌
う
の
で
は
な

く
、
歌
手
は
メ
デ
ィ
ア
に
露
出
し
、
レ
コ
ー
ド
、
カ
セ
ッ
ト
、
の
ち
に
は

Ｃ
Ｄ
の
売
り
上
げ
を
の
ば
す
こ
と
を
目
指
す
。
コ
ン
サ
ー
ト
の
チ
ケ
ッ
ト

の
売
れ
ゆ
き
、
登
場
す
る
テ
レ
ビ
番
組
の
視
聴
率
が
そ
の
歌
手
の
力
量
を

意
味
す
る
よ
う
に
な
る
。

　

も
う
ひ
と
つ
、
宗
教
的
な
音
楽
と
世
俗
的
な
音
楽
の
分
裂
を
進
め
た
要

素
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
西
洋
か
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
影
響
で
あ
ろ

う
。
ウ
ン
ム
・
ク
ル
ス
ー
ム
は
舞
台
に
立
つ
と
き
は
い
つ
も
オ
ペ
ラ
歌
手

の
よ
う
な
華
や
か
な
ド
レ
ス
姿
で
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
ベ
ー
ル
な
ど
着
け
て

は
い
な
い
。
背
後
で
伴
奏
を
す
る
楽
師
た
ち
は
み
な
、
蝶
ネ
ク
タ
イ
を
着

け
て
い
る
。
衣
服
が
階
層
や
教
育
背
景
な
ど
を
示
す
社
会
的
な
記
号
と
し

て
大
き
な
意
味
を
持
つ
ア
ラ
ブ
人
の
社
会
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
演
出
が

当
時
、
近
代
性
、
先
進
性
と
い
う
明
確
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
な
っ
た
こ
と
は

間
違
い
な
い
。
さ
ら
に
楽
師
た
ち
が
手
に
し
て
い
る
楽
器
に
は
、
バ
イ
オ

リ
ン
、
チ
ェ
ロ
、
ア
コ
ー
デ
ィ
オ
ン
な
ど
西
洋
の
楽
器
が
多
い
。
タ
ン
バ

リ
ン
な
ど
の
打
楽
器
だ
け
を
伴
っ
た
ナ
シ
ー
ド
と
の
違
い
は
明
白
で
あ

る
。

　

そ
し
て
何
よ
り
も
重
要
な
の
は
、
超
大
物
の
歌
手
と
し
て
多
く
の
人
々

の
注
目
を
集
め
な
が
ら
彼
女
が
歌
う
の
は
、
も
は
や
神
や
預
言
者
を
賛
美

す
る
歌
で
は
な
い
と
い
う
点
だ
。
彼
女
の
代
表
作
で
あ
る
「
あ
な
た
は
私

の
人
生
」
は
、
愛
す
る
人
へ
の
思
い
を
歌
っ
た
ラ
ブ
ソ
ン
グ
で
あ
る
。

　

二
〇
世
紀
末
に
な
る
と
次
第
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
衛
星
放
送
テ
レ

ビ
の
影
響
力
が
拡
大
し
、
音
楽
の
世
界
に
お
い
て
も
、
以
前
と
は
比
べ
も

の
に
な
ら
な
い
ほ
ど
大
量
の
情
報
が
外
か
ら
や
っ
て
く
る
よ
う
に
な
る
。
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こ
の
こ
と
が
音
楽
の
西
洋
化
・
世
俗
化
に
さ
ら
な
る
拍
車
を
か
け
る
こ
と

に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
流
れ
を
受
け
て
、
音
楽
は
許
さ
れ
る
の
か
否
か
、

と
い
う
イ
ス
ラ
ム
世
界
の
古
典
的
な
問
題
が
形
を
変
え
て
再
浮
上
す
る
。

イ
ス
ラ
ム
に
根
を
持
た
な
い
音
楽
が
圧
倒
的
な
存
在
感
を
示
し
て
い
る

と
い
う
現
実
を
前
に
し
て
、
そ
う
し
た
音
楽
に
イ
ス
ラ
ム
教
徒
は
ど
う
関

わ
れ
ば
よ
い
の
か
が
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

エ
ジ
プ
ト
の
婚
礼

　

婚
礼
に
話
を
移
そ
う
。
当
時
の
エ
ジ
プ
ト
を
代
表
す
る
知
識
人
で
あ
る

ア
フ
マ
ド
・
ア
ミ
ー
ン
（
一
八
八
六
～
一
九
五
四
）
は
、
二
〇
世
紀
前
半

の
エ
ジ
プ
ト
の
風
俗
に
つ
い
て
詳
細
な
記
録
を
残
し
て
い
る
が
、
そ
の
な

か
に
は
婚
礼
に
つ
い
て
の
記
述
も
含
ま
れ
て
い
る
。
と
く
に
花
嫁
行
列
に

関
し
て
、
そ
れ
を
楽
団
が
先
導
し
、
踊
り
子
た
ち
が
花
を
添
え
る
と
さ
れ

て
い
る
点
は
見
逃
せ
な
い

20
。
ま
た
先
に
挙
げ
た
レ
イ
ン
も
ア
ミ
ー
ン
と

同
じ
く
、
花
嫁
行
列
に
は
楽
団
や
さ
ま
ざ
ま
な
舞
踊
が
伴
う
と
し
て
い
る

21
。

歌
や
音
楽
、
そ
し
て
踊
り
が
当
時
す
で
に
婚
礼
に
は
欠
か
せ
な
い
要
素
で

あ
り
、
こ
れ
ら
が
近
年
に
な
っ
て
婚
礼
に
持
ち
込
ま
れ
た
も
の
で
は
な
い

こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。

　

一
九
七
九
年
に
筆
者
が
初
め
て
エ
ジ
プ
ト
へ
行
っ
た
と
き
、
夕
刻
に
友

人
宅
を
訪
ね
て
い
る
と
、
突
如
と
し
て
外
か
ら
太
鼓
や
タ
ン
バ
リ
ン
を
叩

く
音
、
そ
し
て
女
た
ち
の
ザ
グ
ラ
ダ
が
聞
こ
え
て
き
た
。
ザ
グ
ラ
ダ
と
は

ア
ラ
ブ
の
女
性
特
有
の
、
な
に
か
祝
い
事
が
あ
っ
た
と
き
に
発
す
る
甲
高

い
歓
声
で
あ
る
。
舌
を
左
右
に
速
く
ふ
る
わ
せ
る
た
め
舌
笛
と
訳
さ
れ
る

こ
と
も
あ
る
。

　

こ
の
騒
ぎ
の
理
由
が
わ
か
ら
ず
筆
者
が
友
人
に
尋
ね
る
と
、
友
人
は
外

を
見
も
せ
ず
「
ザ
ッ
フ
ァ
」
と
断
言
し
た
。
つ
ま
り
、
花
嫁
行
列
が
や
っ

て
き
た
の
だ
と
教
え
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。
窓
を
開
け
て
見
お
ろ
す
と
、

念
入
り
に
化
粧
を
施
し
、
ウ
ェ
デ
ィ
ン
グ
ド
レ
ス
に
身
を
包
ん
だ
花
嫁

が
、
文
字
ど
お
り
鳴
り
物
入
り
の
行
列
の
中
心
に
い
る
の
が
見
え
た
。

　

こ
の
鳴
り
物
入
り
の
行
列
が
当
時
の
エ
ジ
プ
ト
に
お
い
て
典
型
的
な

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
ウ
ン
ム
・
ク
ル
ス
ー
ム
と
同
時
代
に
活
躍
し
た

男
性
歌
手
、フ
ァ
リ
ー
ド
・
ア
ト
ラ
シ
ュ
（
一
九
一
九
～
一
九
七
四
）
の
「
タ

ン
バ
リ
ン
を
打
ち
鳴
ら
せ
」
と
い
う
歌
を
見
て
も
わ
か
る
。
歌
詞
を
訳
す

と
次
の
よ
う
に
な
る
。

さ
あ
、
一
族
の
み
な
、
タ
ン
バ
リ
ン
を
打
ち
鳴
ら
せ
。
さ
あ
さ
あ
。

神
が
わ
れ
ら
を
ひ
と
つ
に
し
、
成
功
に
導
い
て
く
だ
さ
る
よ
う
に
。

こ
う
い
わ
れ
る
の
は
ほ
ん
と
う
だ
。
妬
み
の
目
を
向
け
る
者
に
は
と
げ
が

刺
さ
る
と
。

月
の
よ
う
に
美
し
い
花
婿
と
選
び
ぬ
か
れ
た
花
嫁
。

わ
れ
ら
が
こ
の
夜
、
敵
ど
も
は
悔
し
涙
に
暮
れ
て
い
る
。

花
婿
の
す
ば
ら
し
さ
、
美
し
さ
は
本
物
だ
。

ろ
う
そ
く
に
火
を
灯
せ
。
こ
の
夜
を
祝
え
。

友
人
た
ち
の
行
く
末
を
。

こ
の
幸
い
の
甘
美
さ
は
、
た
っ
ぷ
り
の
砂
糖
の
よ
う
だ
。

と
も
に
言
え
。
神
の
意
図
の
ま
ま
に
、
ふ
た
り
が
添
い
遂
げ
ま
す
よ
う
に

と
。

　

筆
者
の
経
験
に
話
を
戻
す
と
、
注
目
し
て
ほ
し
い
の
は
友
人
が
音
だ

け
で
そ
れ
が
花
嫁
行
列
の
到
来
だ
と
わ
か
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
人
々
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は
、
ザ
グ
ラ
ダ
、
そ
し
て
太
鼓
や
タ
ン
バ
リ
ン
を
激
し
く
打
ち
鳴
ら
す
音

が
徐
々
に
近
づ
い
て
く
る
こ
と
で
、
近
隣
の
誰
か
が
嫁
入
り
す
る
の
だ
と

理
解
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
こ
れ
ら
の
音
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、
ふ

た
り
の
結
婚
、
新
し
い
夫
婦
の
誕
生
が
地
域
社
会
に
告
げ
知
ら
さ
れ
て
い

く
の
で
あ
る
。

　

確
か
に
近
年
、
カ
イ
ロ
の
よ
う
な
都
市
部
で
は
こ
う
し
た
か
た
ち
の
花

嫁
行
列
は
見
か
け
な
く
な
っ
た
。
人
々
の
生
活
空
間
が
広
が
っ
た
結
果
、

花
嫁
の
家
と
花
婿
の
家
が
近
く
で
あ
る
こ
と
な
ど
今
で
は
珍
し
い
。
花
嫁

の
家
か
ら
花
婿
の
家
ま
で
行
列
を
作
っ
て
練
り
歩
い
て
い
く
こ
と
な
ど

で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
な
お
、
こ
れ
か
ら
婚
礼
が
行
な
わ
る
こ

と
を
告
げ
知
ら
せ
る
た
め
の
「
行
列
」
と
も
い
え
る
も
の
が
今
も
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
花
嫁
、
花
婿
双
方
、
風
船
や
リ
ボ
ン
で
飾
り
た
て
た
車
に

乗
り
、
ク
ラ
ク
シ
ョ
ン
を
鳴
ら
し
な
が
ら
、
自
宅
か
ら
婚
礼
会
場
ま
で
移

動
す
る
の
だ
。
さ
ら
に
は
車
か
ら
降
り
た
あ
と
、会
場
ま
で
の
短
い
距
離
、

と
き
に
は
た
っ
た
五
〇
～
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
距
離
を
長
い
時
間
を
か
け

て
、
ま
さ
に
筆
者
が
目
に
し
た
の
と
同
じ
よ
う
な
鳴
り
物
入
り
の
行
列
が

続
く
こ
と
も
多
い
。
そ
ば
に
い
る
と
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
の

大
音
量
の
演
奏
に
合
わ
せ
、
舞
姫
や
剣
舞
の
踊
り
手
た
ち
が
芸
を
披
露
す

る
。
そ
れ
に
合
わ
せ
る
か
の
よ
う
に
、
花
嫁
、
花
婿
自
身
も
音
楽
に
合
わ

せ
て
踊
る
こ
と
で
周
囲
を
盛
り
上
げ
る
。
同
じ
よ
う
に
派
手
な
歌
舞
音
曲

の
類
は
会
場
に
入
っ
た
あ
と
も
続
く
。
一
昔
前
ま
で
は
ベ
リ
ー
ダ
ン
サ
ー

を
呼
ぶ
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
が
、
今
で
は
Ｄ
Ｊ
や
歌
手
、
バ
ン
ド
を
雇

う
こ
と
も
多
い

22
。
あ
る
研
究
者
の
こ
と
ば
を
借
り
れ
ば
、
エ
ジ
プ
ト
人

に
と
っ
て
、「
祝
い
の
席
に
歌
と
踊
り
は
不
可
欠
」
な
の
で
あ
る

23
。

「
イ
ス
ラ
ム
的
婚
礼
」
を
め
ぐ
る
議
論

　

し
か
し
な
が
ら
近
年
、
こ
う
し
た
婚
礼
の
あ
り
方
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま

な
批
判
が
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
。
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
系
の
汎
ア
ラ
ブ
紙

で
あ
る
ア
ッ
シ
ャ
ル
ク
ル
ア
ウ
サ
ト
紙
に
よ
る
と
、
一
九
八
〇
年
代
に

従
来
の
婚
礼
の
あ
り
よ
う
を
批
判
し
、
よ
り
イ
ス
ラ
ム
教
徒
に
ふ
さ
わ
し

い
形
を
求
め
る
動
き
が
現
れ
、
そ
れ
ら
が
の
ち
に
「
イ
ス
ラ
ム
的
婚
礼
」

（al-faraḥ al-islām
ī

）
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う

24
。
一
九
八
〇

年
代
と
言
え
ば
、
ま
さ
に
「
イ
ス
ラ
ム
復
興
」
現
象
が
顕
著
に
な
っ
た
時

代
で
あ
り
、
都
市
の
教
育
あ
る
若
い
世
代
の
女
性
を
中
心
に
ベ
ー
ル
着
用

の
動
き
が
広
が
っ
た
の
も
こ
の
こ
ろ
で
あ
る
。
同
紙
の
記
事
に
よ
る
と
当

初
の
試
み
で
は
出
席
者
が
男
女
別
に
ふ
た
つ
の
会
場
に
分
か
れ
、
余
興
の

類
は
男
性
側
だ
け
で
、
そ
れ
も
楽
器
は
タ
ン
バ
リ
ン
に
限
ら
れ
、
歌
わ
れ

る
の
は
宗
教
的
な
歌
に
限
定
さ
れ
た
と
い
う
。

　

こ
う
し
て
次
第
に
「
イ
ス
ラ
ム
的
婚
礼
」
に
つ
い
て
の
関
心
が
高
ま
っ

て
く
る
。「
イ
ス
ラ
ム
的
婚
礼
」
に
つ
い
て
数
多
く
の
フ
ァ
ト
ゥ
ワ
ー
（
イ

ス
ラ
ム
法
学
者
の
見
解
）
が
出
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
れ
は
明
ら
か
だ
。

「
イ
ス
ラ
ム
的
婚
礼
」
に
つ
い
て
問
い
が
一
般
信
徒
か
ら
次
々
と
寄
せ
ら

れ
、
イ
ス
ラ
ム
法
の
専
門
家
が
そ
れ
に
回
答
す
る
と
い
う
こ
と
が
繰
り
返

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
イ
ス
ラ
ム
的
婚
礼
」
と
は
何
な
の

か
、
ど
の
よ
う
な
要
件
を
満
た
せ
ば
そ
れ
と
認
め
ら
れ
る
の
か
が
定
か
で

は
な
い
が
ゆ
え
に
、
専
門
家
の
見
解
が
請
わ
れ
る
。

　

で
は
、こ
こ
で
実
際
に
「
イ
ス
ラ
ム
的
婚
礼
」
に
つ
い
て
フ
ァ
ト
ゥ
ワ
ー

を
求
め
て
い
る
人
の
声
に
耳
を
傾
け
よ
う
。
こ
こ
で
は
出
さ
れ
た
回
答
よ

り
も
、
寄
せ
ら
れ
た
問
い
の
方
が
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
れ
を

み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
の
婚
礼
に
疑
問
を
抱
き
イ
ス
ラ
ム
教
徒
と
し
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て
正
し
い
婚
礼
を
行
な
い
た
い
と
考
え
る
人
々
の
多
く
が
問
題
と
す
る

の
は
音
楽
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
か
ら
で
あ
る
。
ひ
と
つ
め
は
、
妹
の

婚
礼
に
つ
い
て
ア
ド
バ
イ
ス
を
求
め
て
い
る
例
で
あ
る
。

慈
悲
深
く
慈
愛
遍
く
神
の
名
に
お
い
て
。
私
の
抱
え
る
問
題
を
聞
い
て
く

だ
さ
い
。
な
に
か
解
決
方
法
か
示
唆
を
頂
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
私
に
は
妹

が
い
ま
す
が
、
と
て
も
宗
教
熱
心
で
す
。
結
婚
が
間
近
だ
と
い
う
の
に
、

妹
と
婚
約
者
は
困
っ
て
い
ま
す
。（
お
か
げ
さ
ま
で
そ
の
婚
約
者
も
と
て

も
素
晴
ら
し
い
人
物
で
す
。）
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
婚
礼
で
す
。
ふ

た
り
は
当
然
の
よ
う
に
、
宗
教
的
と
い
う
か
最
近
の
言
い
方
で
は
イ
ス
ラ

ム
的
に
し
た
い
と
決
め
て
い
る
の
で
す
が
、
問
題
は
、
婚
約
者
が
音
楽
に

関
し
て
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
拒
絶
し
、
こ
れ
以
上
な
い
ほ
ど
に
宗
教
的
な
内

容
の
歌
詞
の
も
の
で
あ
っ
て
も
だ
め
だ
と
い
う
点
で
す
。
こ
の
件
に
つ
い

て
は
、
他
の
意
見
に
一
切
耳
を
貸
そ
う
と
し
ま
せ
ん
。
妹
の
方
は
そ
れ
ほ

ど
極
端
で
は
な
く
、
他
に
替
わ
る
も
の
が
な
け
れ
ば
ナ
シ
ー
ド
と
と
も
に

楽
器
を
使
っ
て
も
よ
い
と
い
う
の
で
す
が
。
妹
は
今
も
、
ふ
た
り
が
納
得

い
く
よ
う
に
タ
ン
バ
リ
ン
以
外
の
楽
器
演
奏
を
伴
わ
な
い
ナ
シ
ー
ド
を
探

し
て
い
ま
す
が
、ま
だ
見
つ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
妹
が
望
ん
で
い
る
の
は
、

す
べ
て
の
若
者
た
ち
が「
イ
ス
ラ
ム
的
婚
礼
」も
ま
た
素
晴
ら
し
い
と
思
っ

て
く
れ
る
こ
と
、
出
席
者
、
そ
し
て
「
イ
ス
ラ
ム
的
婚
礼
」
に
つ
い
て
考

え
て
い
る
人
に
、
音
楽
が
な
い
婚
礼
も
つ
ま
ら
な
く
は
な
い
と
感
じ
て
も

ら
う
こ
と
で
す
。
今
置
か
れ
て
い
る
の
は
こ
の
よ
う
な
状
態
で
す
。
ふ
た

り
が
う
ま
く
行
き
ま
す
よ
う
に
。そ
の
目
的
が
神
の
意
図
に
合
う
な
ら
ば
、

ふ
た
り
が
仲
違
い
し
ま
せ
ん
よ
う
に

25
。

　

も
う
ひ
と
つ
は
、
こ
れ
か
ら
結
婚
し
よ
う
と
し
て
い
る
本
人
か
ら
の
も

の
で
あ
る
。

私
は
間
も
な
く
結
婚
を
控
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
私
の
家
族
は

私
が
ど
れ
だ
け
い
っ
て
も
、婚
礼
に
は
音
楽
が
必
要
だ
と
い
い
は
り
ま
す
。

楽
器
を
演
奏
す
る
な
ら
婚
礼
を
や
ら
な
い
と
私
は
突
っ
ぱ
ね
ま
し
た
。
す

る
と
両
親
も
親
戚
も
み
な
私
の
こ
と
を
怒
り
ま
し
た
。
私
は
今
、
神
の
御

心
に
沿
い
た
い
気
持
ち
と
両
親
を
喜
ば
せ
た
い
気
持
ち
の
あ
い
だ
で
苦
し

ん
で
い
ま
す
。
ど
う
か
解
決
策
を
教
え
て
く
だ
さ
い

26
。

　

こ
れ
ら
の
問
い
に
対
す
る
回
答
に
つ
い
て
は
、
ど
れ
も
似
通
っ
た
も
の

で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
イ
ス
ラ
ム
の
一
般
的
な
規
範
さ
え
守
っ
て

い
れ
ば
そ
れ
で
問
題
な
い
、
イ
ス
ラ
ム
法
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
た
も
の
を

避
け
て
い
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
と
い
う
趣
旨
の
回
答
が
な
さ
れ
て
い
る
。
つ

ま
り
、
男
女
が
入
り
混
じ
っ
て
踊
っ
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
、
下
品
で
欲

情
を
煽
る
よ
う
な
歌
や
音
楽
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
さ
え

守
れ
ば
よ
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

も
し
か
す
る
と
、
今
紹
介
し
た
相
談
を
寄
せ
た
若
者
た
ち
も
、
ふ
だ
ん

は
さ
ま
ざ
ま
な
音
楽
を
楽
し
ん
で
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
自
分

の
人
生
に
と
っ
て
大
き
な
節
目
で
あ
り
、
社
会
的
に
も
重
要
な
意
味
を
も

つ
婚
礼
に
つ
い
て
は
、
決
し
て
間
違
っ
た
選
択
を
し
た
く
な
い
と
い
う
意

識
が
芽
生
え
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
際
に

彼
ら
が
し
き
り
に
尋
ね
る
の
が
、
花
嫁
の
衣
装
の
あ
り
よ
う
で
も
な
け
れ

ば
、
料
理
や
飲
み
物
の
種
類
で
も
な
く
、
音
楽
の
是
非
、
あ
る
い
は
許
さ

れ
る
音
楽
の
種
類
で
あ
る
こ
と
は
非
常
に
興
味
深
い
。　
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「
タ
ラ
ブ
」
の
力

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
ア
ラ
ブ
の
人
々
が
音
楽
、
と
く
に
歌
に
対

し
て
示
す
独
特
な
姿
勢
で
あ
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
単
に
耳
に
心

地
よ
い
も
の
と
い
う
の
で
は
な
い
。
彼
ら
は
敬
意
を
こ
め
て
歌
手
を
「
ム

ト
ゥ
リ
ブ
（m

uṭrib
）」
と
呼
ぶ
。「
ギ
ナ
ー
」
と
い
う
語
が
歌
う
こ
と
を

意
味
す
る
と
い
う
の
は
す
で
に
説
明
し
た
が
、
ア
ラ
ビ
ア
語
の
文
法
に

沿
っ
て
考
え
れ
ば
、「
歌
手
」
に
は
「
ギ
ナ
ー
」
と
語
根
を
同
じ
く
す
る
「
ム

ガ
ッ
ン
ニ
ー
」と
い
う
語
が
使
わ
れ
る
は
ず
だ
。
し
か
し
そ
う
で
は
な
く
、

「
ム
ト
ゥ
リ
ブ
」
と
い
う
ま
っ
た
く
別
の
語
が
通
常
使
わ
れ
る
の
は
な
ぜ

だ
ろ
う
か
。

　
「
ム
ト
ゥ
リ
ブ
」
と
い
う
語
の
も
と
と
な
っ
て
い
る
「
タ
ラ
ブ
（ṭarab

）」

と
い
う
語
に
つ
い
て
は
、
イ
ス
ラ
ム
研
究
の
世
界
で
も
っ
と
も
権
威
の
あ

る
事
典
、Encyclopaedia of Islam

で
も
独
立
し
た
項
目
と
し
て
挙
げ
ら

れ
て
い
る
。
こ
の
事
典
の
説
明
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。「
タ
ラ
ブ
」と
は
、

「
楽
し
さ
、
嬉
し
さ
、
傷
つ
い
た
思
い
、
高
揚
感
、
そ
し
て
死
に
至
り
か

ね
な
い
忘
我
の
境
地
と
い
っ
た
、
も
っ
と
も
私
的
な
も
の
か
ら
も
っ
と
も

激
し
い
も
の
ま
で
幅
広
い
範
囲
の
感
覚
を
呼
び
起
こ
す
、
詩
的
で
音
楽
的

な
情
動
を
指
す
語
」
で
あ
る
と
い
う

27
。

　

こ
の
「
タ
ラ
ブ
」
と
い
う
語
を
動
詞
に
し
て
「
ア
ト
ゥ
ラ
バ
」
に
す

る
と
、
次
の
よ
う
な
文
が
生
ま
れ
る
。「
彼
は
そ
の
歌
で
私
を
う
っ
と
り

さ
せ
た
（aṭrabanī bi-ughniyatihi

）」、「
感
情
を
燃
え
立
た
せ
る
よ
う
な
そ

の
こ
と
ば
が
私
た
ち
を
陶
酔
さ
せ
た
（aṭrabanā al-kalām

u alladhī yuʼajjiju 
al-m

ashāʻira

）」。

　
「
タ
ラ
ブ
」
は
人
を
突
き
動
か
し
、
思
わ
ぬ
方
向
に
人
を
向
か
わ
せ
る
。

「
死
に
至
り
か
ね
な
い
忘
我
の
境
地
」
に
ま
で
至
ら
せ
る
こ
と
が
あ
る
と

い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
概
念
に
つ
い
て
論
じ
た
あ
る
研
究
者
は
、「
ア
ラ

ブ
文
化
に
お
い
て
、
音
楽
と
感
情
的
変
容
の
合
体
は
ア
ラ
ビ
ア
語
の
タ
ラ

ブ
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
。
そ
れ
は
西
洋
の
言
語
に
は
ぴ
っ

た
り
と
合
う
も
の
な
ど
な
い
概
念
で
あ
る
」
と
論
じ
て
い
る
が

28
、
同
じ

こ
と
は
日
本
語
に
つ
い
て
も
い
え
る
だ
ろ
う
。「
タ
ラ
ブ
」
の
意
味
を
欠

け
る
と
こ
ろ
な
く
、
丸
ご
と
伝
え
る
日
本
語
は
み
つ
か
ら
な
い
。

　
「
タ
ラ
ブ
」
と
は
人
を
突
き
動
か
す
よ
う
な
巨
大
な
力
、
理
性
を
超
え

た
動
き
を
人
の
な
か
に
生
み
だ
す
力
で
あ
る
。
そ
し
て
「
ム
ト
ゥ
リ
ブ
」

と
は
動
詞
「
ア
ト
ゥ
ラ
バ
」
の
能
動
分
詞
で
あ
り
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
力

を
操
る
者
の
こ
と
で
あ
る
。
単
に
「
歌
う
」
人
で
は
な
い
。

　

だ
か
ら
こ
そ
、
歌
を
は
じ
め
と
す
る
音
楽
に
は
あ
る
種
の
警
戒
心
を
抱

か
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
現
代
の
議
論
は
、
こ

の
点
で
は
中
世
の
学
者
た
ち
の
議
論
と
み
ご
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
歌

手
を
「
ム
ト
ゥ
リ
ブ
」
と
呼
ぶ
と
い
う
事
実
は
、
か
つ
て
「
サ
マ
ー
ウ
」

に
つ
い
て
論
じ
る
際
に
共
有
さ
れ
て
い
た
前
提
、
音
楽
は
人
を
激
し
く
動

か
す
力
を
も
つ
と
い
う
見
方
が
今
も
変
わ
ら
ず
生
き
て
い
る
と
い
う
こ

と
を
示
し
て
い
る
。

　

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
婚
礼
に
は
音
楽
を
使
う
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
主

張
は
、
音
楽
を
く
だ
ら
な
い
娯
楽
、
無
意
味
な
時
間
の
浪
費
と
み
る
こ
と

か
ら
生
ま
れ
る
の
で
は
な
い
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
う
で
は
な
く
、

「
タ
ラ
ブ
」
に
よ
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て
自
己
の
制
御
が
効
か
な
い
域
に
「
持
っ
て
い
か
れ

る
」
可
能
性
を
リ
ア
ル
に
感
じ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
力
を
封
印
し
よ

う
と
し
て
い
る
と
み
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
音
楽
は
「
悪
魔
の
誘
惑
」
な

の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
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、
音
楽
が
人
を
魅
惑
す
る
力
を
知
っ
て
い

る
者
で
な
け
れ
ば
発
し
え
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
音
楽
が
「
危
険
」
な

も
の
に
な
り
え
る
ほ
ど
、
彼
ら
は
音
楽
に
対
し
て
強
い
感
性
を
も
っ
て
い
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る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。　
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