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今
日
、
世
界
各
地
の
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
に
み
ら
れ
る
宗
教
的
右
派
勢
力
の
勃
興
は
、
現
代
人
の
生
活
に
お
け
る
宗
教
の
地
位
と
い
う
困
難
な
問
題

を
、
ふ
た
た
び
議
論
の
俎
上
へ
と
呼
び
も
ど
し
て
い
る
。（
す
く
な
く
と
も
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
世
界
に
お
い
て
）
宗
教
は
、
個
人
が
抱
く
信
仰
と
い

う
私
的
領
域
に
追
い
や
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
に
お
け
る
そ
の
機
能
が
規
範
か
ら
名
目
へ
と
い
う
価
値
引
き
下
げ
に
み
ま
わ
れ
た
、
と
い
う

歴
史
的
事
態
を
説
明
す
る
た
め
に
、
世
俗
化
論
が
た
え
ず
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
課
題
が
、
長
年
に
わ
た
り
歴
史
学
者
・
社
会

学
者
・
宗
教
学
者
に
よ
っ
て
精
力
的
に
と
り
く
ま
れ
、
ま
す
ま
す
増
え
続
け
る
多
く
の
研
究
成
果
を
生
み
出
し
て
い
る（

2
）の
に
く
ら
べ
、
文
学
研
究

の
分
野
で
は
、
そ
れ
ら
に
対
応
す
る
だ
け
の
幅
広
さ
を
も
っ
た
研
究
業
績
が
い
ま
だ
に
み
ら
れ
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
そ
の
理
由
の
ひ
と
つ
は
、

文
学
と
は
さ
ま
ざ
ま
な
観
念
を
伝
え
る
た
め
の
世
俗
的
媒
体
で
あ
る
、
と
い
う
自
己
規
定
に
あ
る
よ
う
だ
。
た
と
え
そ
れ
ら
諸
観
念
が
宗
教
に
起
源

を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
と
に
近
代
主
義
的
文
学
に
お
い
て
宗
教
的
感
性
が
美
的
形
式
・
形
象
に
呑
み
こ
ま
れ
て
き
た
結
果
、
文
学

に
お
け
る
宗
教
の
痕
跡
は
抹
消
さ
れ
て
き
た
の
だ
。
文
学
が
世
俗
主
義
の
進
展
を
代
表
す
る
と
い
う
見
方
を
定
着
さ
せ
る
の
に
す
く
な
か
ら
ぬ
貢
献

を
果
た
し
た
も
の
に
、
マ
シ
ュ
ー
・
ア
ー
ノ
ル
ド
に
よ
る
有
力
な
主
張
が
あ
る
。
そ
の
主
張
と
は
、
劣
化
し
た
キ
リ
ス
ト
教
に
な
り
代
わ
っ
て
、
文

教
員
自
由
投
稿

異
他
的
知

（
1
）

の
枠
組
に
よ
る
世
俗
主
義
の
再
考

ゴ
ウ
リ
・
ヴ
ィ
シ
ュ
ワ
ナ
ー
タ
ン　
（
三
原
芳
秋
訳
）
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学
こ
そ
が
、
か
つ
て
宗
教
的
エ
ー
ト
ス
に
よ
っ
て
供
給
さ
れ
て
い
た
道
徳
的
価
値
や
傾
向
を
担
う
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
も
の
だ
。
ア
ー
ノ
ル
ド
自

身
の
言
葉
を
引
い
て
お
く
と

―

宗
教
が
到
達
す
る
結
論
は
、
文
化
が
導
き
だ
す
結
論
と
、
同
一
の
も
の
で
あ
る
。
宗
教
は
、「
神
の
国
は
汝
ら
の
内
に
あ
り
」
と
言
う
が
、
文
化

も
、
お
な
じ
よ
う
に
し
て
、
人
間
の
完
全
性
を
内
的

0

0

に

―
す
な
わ
ち
、
我
々
の
内
に
あ
る
、
動
物
性
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
人
間
性
そ
の
も
の
の

成
長
・
支
配
で
も
っ
て

―
条
件
づ
け
る
。
所
有
や
安
定
で
は
な
く
、
成
長
や
生
成
こ
そ
が
、
文
化
の
観
点
か
ら
す
る
完
全
性
の
性
格
と
な
る
。

そ
し
て
、
こ
の
点
に
お
い
て
も
、
文
化
は
宗
教
と
一
致
す
る（

3
）。

文
学
は
、
そ
れ
が
と
っ
て
代
わ
っ
た
と
さ
れ
る
宗
教
文
化
と
の
独
特
の
関
係
性
の
お
か
げ
で
、
宗
教
に
端
を
発
す
る
倫
理
的
諸
価
値
を
世
俗
的
枠
組

に
お
い
て
伝
達
す
る
理
想
的
な
手
段
と
な
り
、
こ
と
に
植
民
地
状
況
に
お
い
て
は
、
筆
者
が
『
征
服
の
仮
面
』（4
）に
お
い
て
論
じ
た
よ
う
に
、〔
英
領

イ
ン
ド
の
現
場
で
〕
異
な
る
信
仰
を
実
践
す
る
植
民
地
臣
民
た
ち
に
よ
る
抵
抗
や
反
乱
を
惹
起
す
る
こ
と
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
的
考
え
方
を
伝
授
す

る
の
に
効
果
的
で
好
ま
し
い
方
策
と
し
て
英
文
学
教
育
が
採
用
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
文
学
成
立
の
端
緒
で
あ
り
か
つ
そ
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
を
定
義
づ
け
る
も
の
と
し
て
世
俗
主
義
が
捉
え
ら
れ
る
た
め
に
、
文
学
に
残
る
宗
教
の
痕
跡
は
、
も
は
や
居
場
所
を
失
っ
た
〔
古
い
〕
世

界
観
を
思
い
出
さ
せ
る
た
め
の
、
歴
史
的
な
注
意
書
き
程
度
の
も
の
で
し
か
な
い
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

文
学
の
歴
史
が
世
俗
主
義
的
世
界
観
を
推
し
進
め
る
運
動
の
一
翼
を
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
あ
ま
り
に
も
明
白
な
の
で
、
文
学
〔
研
究
〕
は
、
人

文
諸
科
学
の
う
ち
で
も
特
異
な
地
位
を
占
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
文
学
は
、
世
俗
主
義
の
勃
興
を
解
析
す
る
方
法
論
を
鍛
え

上
げ
る
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
宗
教
文
化
か
ら
世
俗
文
化
へ
の
移
行
と
い
う
歴
史
を
記
録
し
て
い
る
〔
に
す
ぎ
な
い
と
み
な
さ
れ
が
ち
だ
〕
か
ら

だ
。
と
は
い
え
、
他
分
野
に
お
け
る
世
俗
主
義
を
め
ぐ
る
学
術
的
研
究
成
果
が
、
文
学
研
究
と
は
方
法
論
的
に
ほ
と
ん
ど
関
係
が
な
い
な
ど
と
決
し

て
言
え
な
い
こ
と
は
、
文
学
史
の
時
代
区
分
を
み
る
だ
け
で
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
世
俗
主
義
の
議
論
が
文
学
研
究
に
し
ば
し
ば
重
要
な
意
義
を
も

つ
の
は
、
信
仰
と
想
像
力
の
乖
離
と
い
う
啓
蒙
主
義
の
遺
産
と
み
な
さ
る
事
態
に
つ
い
て
で
あ
る
。
啓
蒙
主
義
を
転
換
点
と
み
な
す
「
宗
教
文
化
の

凋
落
」
と
い
う
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
に
棹
さ
す
時
代
区
分
は
、
文
学
研
究
に
お
い
て
、
精
神
的
〔
宗
教
的
〕
権
威
と
現
世
的
権
力
と
の
統
一
が
優
勢
で
あ
っ
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た
初
期
近
代
文
学
と
、
教
義
上
の
信
条
よ
り
は
む
し
ろ
理
性
や
想
像
力
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
る
世
界
観
に
よ
っ
て
日
常
生
活
に
お
け
る
宗
教
の
影
響

圏
が
縮
減
さ
れ
た
啓
蒙
主
義
以
降
の
文
学
と
の
断
絶
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
の
断
絶
は
、
世
俗
主
義
の
勃
興
を
宗
教
的
世
界
観
と
理
性
的
＝
近
代

的
世
界
観
と
の
亀
裂
に
よ
っ
て
説
明
す
る
、
社
会
学
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
世
俗
化
の
パ
タ
ー
ン
を
な
ぞ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る（

5
）。
し
か
し

な
が
ら
、
文
学
史
に
お
け
る
断
絶
は
宗
教
と
理
性
の
対
立
に
由
来
す
る
も
の
だ
、
宗
教
は
ま
る
ご
と
姿
を
消
し
た
の
だ
、
な
ど
と
想
定
す
る
こ
と
に

は
根
拠
が
な
い
。
社
会
学
者
の
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ゴ
ー
ス
キ
ー
が
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
よ
う
に
、
世
俗
主
義
の
特
徴
を
「
宗
教
の
凋
落
」
と
い
う
観

点
か
ら
特
徴
づ
け
る
こ
と
こ
そ
が
誤
解
の
種
な
の
で
あ
る
。
ゴ
ー
ス
キ
ー
は
む
し
ろ
、〔
西
欧
社
会
に
お
い
て
〕
宗
教
が
占
め
る
地
位
に
か
ん
す
る

意
味
づ
け
が
安
定
し
て
い
な
い
こ
と
を
表
現
す
る
た
め
に
〔「
宗
教
の
凋
落
」
の
代
わ
り
に
〕「
宗
教
の
〔
地
位
〕
変
動
」
と
い
う
用
語
を
好
ん
で
使

う（
6
）。〔
キ
リ
ス
ト
教
の
〕
教
義
に
か
か
わ
る
諸
概
念
が
、
魔
術
や
霊
魂
再
来
説
や
占
星
術
や
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
の
残
滓
的
な
信
心
と
の
緊
張
関
係

の
う
ち
に
共
存
し
て
い
た
事
実
を
勘
案
す
れ
ば
、
公
共
文
化
が
〔
世
俗
化
の
過
程
で
〕
よ
り
宗
教
的
に
な
っ
た
と
か
、
そ
う
で
な
く
な
っ
た
と
か
と

描
写
す
る
こ
と
に
あ
ま
り
意
味
が
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
い
ま
で
も
実
践
さ
れ
続
け
て
い
る
こ
れ
ら
信
心
の
か
た
ち
は
、
キ
リ
ス
ト
教
や
ユ
ダ
ヤ
教

と
い
っ
た
主
流
派
宗
教
の
型
に
は
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
他
の
宗
教
的
な
諸
シ
ス
テ
ム
の
存
在
を
指
し
示
し
て
い
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
宗
教
の

完
全
な
凋
落
の
証
拠
と
し
て
提
示
で
き
る
よ
う
な
霊
性
の
真
空
状
態
な
ど
と
い
っ
た
も
の
は
、
ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

　

ゴ
ー
ス
キ
ー
は
、〔
世
俗
化
論
争
に
お
け
る
〕
ふ
た
つ
の
相
容
れ
な
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
並
置
す
る

―
宗
教
改
革
以
降
の
〔
キ
リ
ス
ト
教
〕
世
界

に
お
い
て
宗
教
は
消
滅
の
一
途
を
た
ど
る
と
す
る
も
の
と
、
実
際
に
は
む
し
ろ
強
化
さ
れ
て
い
く
と
す
る
も
の
だ
。
ゴ
ー
ス
キ
ー
に
よ
れ
ば
、
中
世

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
と
、
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
っ
て
駆
逐
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
異
教
と
の
あ
い
だ
に
あ
る
安
定
的
な
均
衡

―

そ
こ
で
は
、
迷
信
と
制
度
化
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
の
実
践
と
が
共
存
し
て
い
た

―
が
、
こ
の
ふ
た
つ
の
説
を
混
乱
さ
せ
て
い
る
と
い
う
。
一
六
世

紀
以
前
、
魔
術
と
宗
教
の
境
界
線
が
ま
っ
た
く
は
っ
き
り
し
て
い
な
か
っ
た
な
か
で
、
主
流
派
宗
教
は
、
自
身
の
周
り
に
境
界
線
を
引
き
、
魔
術
を

迷
信
や
異
端
〔heresy

〕
と
し
て
退
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
長
し
て
い
っ
た
の
だ
っ
た（

7
）。
し
た
が
っ
て
、
宗
教
改
革
は
、
教
会
権
威
に
た
い
す
る

大
衆
の
反
乱
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
宗
教
〔
＝
主
流
派
キ
リ
ス
ト
教
〕
か
ら
異
教
的
〔pagan

〕
要
素
を
取
り
除
き
、
大
衆
に
よ
る
折
衷
的
な
礼

拝
の
か
た
ち
に
汚
染
さ
れ
ず
に
宗
教
的
信
仰
が
栄
え
る
よ
う
な
〔
宗
教
の
〕
自
律
的
空
間
を
創
造
す
る
と
い
う
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
一
歩
で
あ
っ
た
と
理

解
さ
れ
る
。
こ
の
分
断
の
構
造
は
、
理
性
と
非
理
性
の
対
立
と
い
う
よ
り
も
、
エ
リ
ー
ト
と
大
衆
の
対
立
と
し
て
明
確
に
あ
ら
わ
れ
る
。
多
く
の
点
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に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
史
の
内
在
的
な
発
展
は
、
階
級
の
断
層
線
に
そ
っ
て
展
開
し
つ
つ
、
ひ
と
つ
ま
た
ひ
と
つ
と
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
教
義
の
変
更

を
く
り
か
え
す
こ
と
に
よ
っ
て
世
俗
化
し
て
い
く
傾
向
を
原
動
力
と
し
て
い
る
の
だ
。
新
た
な
神
学
上
の
変
更
が
加
え
ら
れ
る
た
び
に
、
信
仰
は
な

め
ら
か
に
整
備
さ
れ
て
い
く

―
種
々
雑
多
な
大
衆
的
表
現
は
な
り
を
ひ
そ
め
、
幻
想
・
驚
異
・
迷
信
と
い
っ
た
も
の
の
残
滓
は
キ
リ
ス
ト
教
以
前

の
異
教
世
界
へ
と
追
い
は
ら
わ
れ
る
一
方
で
、
真
正
キ
リ
ス
ト
教
を
そ
の
堕
落
し
た
諸
形
態
か
ら
は
っ
き
り
区
別
す
る
た
め
に
厳
選
さ
れ
た
教
義
が

整
理
統
合
さ
れ
て
い
っ
た
の
だ
。

　

宗
教
の
領
域
が
漸
進
的
に
変
容
す
る
過
程
に
お
け
る
多
種
多
様
な
線
引
き
は
、
宗
教
に
た
い
す
る
理
性
の
勝
利
の
た
ま
も
の
で
あ
る
と
一
概
に
決

め
つ
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
線
引
き
の
存
在
は
、
よ
り
大
き
な
い
く
つ
か
の
問
い
を
わ
れ
わ
れ
に
投
げ
か
け
て
い
る

―
は
た
し
て
、
か
よ
う
に
ゆ
が
ん
だ
世
俗
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
理
解
す
る
の
に
、
文
学
研
究
が
、
他
分
野
の
研
究
者
た
ち
を
助
け
る
こ
と
に
な
る
の

だ
ろ
う
か
、
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
、
他
分
野
で
さ
え
す
で
に
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
宗
教
が
科
学
技
術
に
道
を
譲
る
と
い
う
直
線
的
な

ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
が
も
は
や
受
け
入
れ
が
た
い
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
宗
教
的
秩
序
か
ら
世
俗
的
秩
序
へ
の
移
行
の
力
学
を
明
ら
か
に
す
る
一
助
と
な
る

よ
う
な
従
来
に
な
い
説
明
方
法
を
、
ど
う
に
か
し
て
文
学
形
式
の
研
究
か
ら
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。〈
宗
教
〉
と
い
う
単
語
自
体

の
歴
史
化
か
ら
は
じ
め
て
、
文
学
が
宗
教
に
と
っ
て
代
わ
っ
た
と
い
う
ア
ー
ノ
ル
ド
的
命
題
を
あ
ら
た
め
て
議
論
の
俎
上
に
の
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

宗
教
の
本
質
を
、
近
現
代
の
世
俗
主
義
が
想
定
す
る
よ
う
な
均
質
性
の
も
と
に
で
は
な
く
、
あ
ら
た
め
て
思
考
し
な
お
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
は

な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。

信
仰
と
想
像
力

　

文
学
史
を
よ
り
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
俗
化
論
の
本
質
的
な
欠
陥
を
洞
察
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
文
学
と
い
う
分
野
の
進
化

を
考
察
し
て
気
づ
か
さ
れ
る
の
は
、
主
た
る
亀
裂
は
理
性
と
宗
教
の
あ
い
だ
に
で
は
な
く
、
信
仰
と
想
像
力
の
あ
い
だ
に
走
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
、
そ
の
発
展
の
過
程
に
お
い
て
宗
教
的
信
仰
と
競
合
す
る
の
は
、〔
理
性
よ
り
は
む
し
ろ
〕
宗
教
が
抑
圧
ま
た
は
周
縁
化
し
去
っ
た
は
ず
の
オ
ル

タ
ナ
テ
ィ
ヴ
な
（
と
き
に
は
異
端
的
〔heterodox

〕
な
）
知
の
諸
体
系
な
の
で
あ
る
。
近
代
英
国
の
オ
カ
ル
テ
ィ
ズ
ム（

8
）に
か
ん
す
る
ア
レ
ッ
ク
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ス
・
オ
ー
ウ
ェ
ン
の
研
究（

9
）は
、
文
学
の
世
俗
化
の
軌
跡

―
ど
れ
ほ
ど
ゆ
が
ん
だ
軌
跡
で
あ
れ

―
を
再
考
す
る
手
始
め
と
し
て
、
重
要
な
位
置

を
し
め
て
い
る
。
オ
ー
ウ
ェ
ン
に
よ
れ
ば
、
信
仰
か
ら
想
像
力
へ
の
移
行
は
、
な
め
ら
か
ど
こ
ろ
か
ギ
ザ
ギ
ザ
の
行
程
を
た
ど
る
も
の
で
、
そ
こ
で

媒
介
者
の
役
目
を
果
た
し
た
の
が
オ
カ
ル
ト
的
な
諸
運
動
で
あ
っ
た
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
、
オ
カ
ル
ト
運
動
は
、〔
制
度
〕
宗
教
的
意
味
づ
け
と
は

関
わ
り
の
な
い
高
次
元
の
意
識
形
態
を
探
究
す
る
う
ち
に
、
オ
ー
ウ
ェ
ン
が
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
創
作
的
プ
ロ
セ
ス
〔a fictionalizing process

〕」

と
呼
ぶ
〔
想
像
力
に
近
し
い
〕
も
の
を
編
み
出
し
た
か
ら
だ（

10
）。
そ
の
う
え
で
、「
オ
カ
ル
ト
的
『
実
在
』
の
強
力
な
経
験
を
生
み
出
す
の
は
、
合

理
的
な
意
識
と
、
神
話
を
創
作
す
る
無
意
識
が
示
す
一
見
非
合
理
的
な
世
界
と
の
、
決
定
的
な
連
帯
な
の
で
あ
る
」（11
）と
オ
ー
ウ
ェ
ン
は
結
論
づ
け

る
。

　

神
話
創
作
的
無
意
識
〔a m

ythopoeic unconscious

〕
と
い
う
考
え
方
は
、
こ
う
い
っ
た
理
論
化
の
試
み
か
ら
生
じ
る
も
っ
と
も
重
要
な
概
念

の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
オ
カ
ル
ト
現
象
に
科
学
的
妥
当
性
を
あ
た
え
る
こ
と
に
心
血
を
そ
そ
い
だ
著
名
人
の
う
ち
に
、
心
霊
研
究
会
〔SPR

〕
の
〔
創

立
〕
メ
ン
バ
ー
だ
っ
た
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
マ
イ
ヤ
ー
ズ（

12
）が
い
る
。
マ
イ
ヤ
ー
ズ
は
、
か
れ
が
「
閾
下
意
識
〔the sublim

inal m
ind

〕」（13
）と
呼
ぶ

も
の

―
す
な
わ
ち
、
意
志
的
想
像
力（

14
）

―
へ
の
心
理
学
的
研
究
を
大
々
的
に
行
っ
た
人
物
だ
が
、
オ
ー
ウ
ェ
ン
に
よ
れ
ば
、
マ
イ
ヤ
ー
ズ
は
そ

の
「
閾
下
意
識
」
を
、
通
常
の
意
識
が
有
す
る
作
用
や
認
識
か
ら
す
れ
ば
ま
っ
た
く
の
外
部
に
位
置
す
る
「
創
造
の
複
雑
な
網
の
目
か
ら
、
解
釈
・

解
説
に
耐
え
う
る
意
味
、
さ
ら
に
は
倫
理
的
な
意
味
を
も
つ
む
ぎ
だ
す
」
た
め
の
強
力
な
道
具
と
考
え
て
い
た（

15
）。
マ
イ
ヤ
ー
ズ
は
、「〔
閾
下
の
力

の
〕
閾
上
へ
の
奔
出
〔sublim

inal 
uprush

〕」
を
、
創
造
的
天
才
や
神
秘
的
洞
察
に
類
似
す
る
心
的
現
象
と
し
て
描
き
出
し
、
無
意
識
が
高
次
元

の
自
己
の
運
動
に
呼
応
す
る
よ
う
に
し
む
け
る
統
合
的
機
能
を
持
つ
も
の
と
し
た（

16
）。
霊
魂
・
高
次
元
の
自
己
・
世
界
霊
魂
と
い
っ
た
ス
ピ
リ
チ
ュ

ア
ル
系
の
言
語
を
用
い
た
こ
と
で
、
マ
イ
ヤ
ー
ズ
は
、
他
の
心
理
学
者
や
科
学
者
た
ち
と
見
解
を
一
致
さ
せ
る
こ
と
が
む
ず
か
し
く
な
り
、
科
学
界

の
周
縁
へ
と
追
い
や
れ
て
し
ま
っ
た
。
と
は
い
え
、
閾
下
意
識
に
か
ん
す
る
か
れ
の
理
論
は
、
経
験
や
記
憶
に
は
入
手
不
可
能
な
情
報
が
伝
達
さ
れ

る
際
に
想
像
力
が
演
じ
る
中
心
的
な
役
割
に
た
え
ず
立
ち
戻
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
に
、
秘
教
的
オ
カ
ル
テ
ィ
ズ
ム
と
い
う
外
縁
に
ま
で
追
い
は
ら

わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
が
。

　

オ
カ
ル
ト
的
実
在
の
知
覚
を
探
究
す
る
際
に
無
意
識
が
創フ
ィ
ク
シ
ョ
ン作
的
陳
述
（「
思
考
や
感
情
の
切
れ
端
」）
を
生
み
出
す
、
と
い
う
マ
イ
ヤ
ー
ズ
の
中

核
的
主
張
は
、
想
像
力
と
既
存
の
信
仰
と
の
あ
い
だ
に
明
確
な
齟
齬
を
も
た
ら
し
た
。
た
し
か
に
、
超
感
覚
的
な
世
界
を
経
験
す
る
こ
と
を
目
的
と
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す
る
オ
カ
ル
ト
的
実
践
は
、
あ
る
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
宗
教
的
信
仰
の
作
法
と
比
較
し
う
る
よ
う
な
、
さ
ま
ざ
ま
な
心
的
モ
デ
ル
を
利
用
し
て
い
る

と
言
え
な
く
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
重
要
な
違
い
は
、
オ
カ
ル
ト
信
奉
者
の
見
地
か
ら
す
る
と
、
閾
下
意
識
（
マ
イ
ヤ
ー
ズ
の
考
え
で
は
「
高

次
元
の
自
己
」
と
同
一
）
に
よ
っ
て
引
き
出
さ
れ
る
「
創
造
の
複
雑
な
網
の
目
」
に
方
向
を
あ
た
え
る
の
は
あ
く
ま
で
〔
修
練
を
積
ん
だ
個
人
の
〕

意
識
で
あ
る
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
こ
の
創
造
の
網
の
目
は
そ
も
そ
も
、
想
像
力
や
神
秘
主
義
を
越
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
、
高
次
元
の
自
己
に
よ
る

潜
在
性
の
領
域
〔a virtual realm

〕
の
経
験
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
オ
カ
ル
ト
的
見
地
に
と
っ
て
も
っ
と
も
重
要
な
点

は
、
こ
の
〔
潜
在
性
の
〕
領
域
に
高
次
元
の
自
己
が
入
っ
て
い
く
際
に
、〔
無
意
識
で
は
な
く
〕
意
識
的
な
心
的
エ
イ
ジ
ェ
ン
シ
ー
の
は
た
ら
き
に

よ
っ
て
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
か
ら
生
ず
る
創フ
ィ
ク
シ
ョ
ン作
的
陳
述
に
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
の
形
式
が
あ
た
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
と
は
い
っ
て
も
、
そ
の
結
果
で

き
あ
が
る
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
を
、
完
全
に
虚
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
構
だ
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
、
超
感
覚
的
現
象
を
た
ん
に
想
像
す
る
の
で
は
な

く
、
実
際
に
そ
れ
を
経
験
す
る
と
い
う
行
為
に
も
と
づ
い
て
い
る
か
ら
だ
。

　

マ
イ
ヤ
ー
ズ
の
心
霊
実
験

―
な
ら
び
に
、
か
れ
の
発
見
を
実
践
に
移
し
た
黄
金
の
夜
明
け
団（

17
）

―
に
よ
る
め
ざ
ま
し
い
貢
献
は
、
隠
れ
た
実

在
の
心
的
経
験
を
言
い
あ
ら
わ
す
用
語
と
し
て
の
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
に
も
と
づ
い
た
、
オ
カ
ル
ト
的
実
在
の
認
識
論
を
構
築
し
た
こ
と
に
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
オ
カ
ル
ト
的
実
在
が
明
か
さ
れ
る
仕
方
に
こ
そ
、
オ
カ
ル
ト
的
知
と
宗
教
的
信
仰
と
の
あ
い
だ
の
違
い
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
オ
カ

ル
ト
的
知
は
、
宗
教
的
信
仰
に
お
け
る
よ
う
に
啓
示
の
書
テ
ク
ス
トに
よ
っ
て
あ
た
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
物
語
り
行
為
の
う
え
に
築
か
れ
る
も
の
で
あ

っ
て
、
オ
カ
ル
ト
の
実
践
は
そ
の
よ
う
な
物
語
り
行
為
を
啓
示
的
経
験
の
形
式
と
し
て
取
り
扱
う
の
だ
。
オ
ー
ウ
ェ
ン
前
掲
書
に
は
「
オ
カ
ル
ト
的

実
在
と
創
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
す
る
心
」
と
題
さ
れ
た
章
が
あ
る
が
、
こ
の
題
名
が
よ
く
と
ら
え
て
い
る
の
は
、
信
仰
か
ら
想
像
力
へ
と
い
う
言
説
領
域
の
移
行
が
、

近
現
代
の
文
化
に
お
け
る
世
俗
化
プ
ロ
セ
ス
の
起
爆
剤
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

対
抗
的
宗
教
言
説

　

世
俗
化
の
歴
史
に
お
け
る
オ
カ
ル
テ
ィ
ズ
ム
の
地
位
に
つ
い
て
は
後
ほ
ど
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
正
統
的
要
素
と
異
端
的

〔heterodox

〕
要
素
の
両
方
を
抱
え
こ
む
懐
の
深
い
構
築
物
と
し
て
の
宗
教
に
、
し
ば
し
注
意
を
向
け
て
お
き
た
い
。
宗
教
の
教
義
に
挑
戦
す
る
最
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た
る
も
の
は
経
験
的
理
性
で
あ
る
と
い
う
見
立
て
は
た
し
か
に
勝
手
の
よ
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
際
に
陥
り
が
ち
な
過
ち
は
、
宗
教
を
均
質
化

し
て
理
解
し
て
し
ま
う
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
理
解
は
、
歴
史
の
中
で
周
縁
化
さ
れ
た
り
、
抹
消
さ
れ
た
り
、
支
配
的
な
宗
教
シ
ス
テ
ム
に
同

化
吸
収
さ
れ
た
り
し
た
、
た
が
い
に
競
合
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
信
仰
の
か
た
ち
が
、
ひ
と
つ
の
宗
教
の
う
ち
に
包
含
さ
れ
て
い
る
度
合
い
を
過
小
評
価

す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
す
な
わ
ち
、
宗
教
を
理
性
と
の
対
立
軸
に
お
い
て
概
念
化
す
る
こ
と
は
、（
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
、
マ
ニ
教
、
ヘ
ル
メ
ス
主

義
と
い
っ
た
）
異
端
〔heretical

〕
と
呼
ば
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
対
抗
言
説
が
、
カ
レ
ン
・
キ
ン
グ
の
い
う
「
規
範
的
キ
リ
ス
ト
教
の
境
界
線
」（18
）を

確
定
す
る
の
に
果
た
し
て
き
た
役
割
を
見
過
ご
す
こ
と
に
な
る
の
だ
。
さ
ら
に
、
グ
ノ
ー
シ
ス
の
信
仰
が
東
洋
的
異
端
〔oriental 

heresies

〕
と

同
一
視
さ
れ
た
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
唯
一
真
正
の
宗
教
と
し
て
普
及
さ
せ
る
と
い
う
名
目
で
、
植
民
地
主
義
の
企
図
を
助
け
る
こ
と
に
も
な
っ

た
。
啓
蒙
思
想
を
世
俗
化
の
牽
引
役
と
み
な
す
標
準
的
な
議
論
に
お
い
て
は
、
神
の
手
に
な
る
歴
史
と
い
う
理
解
が
、
人
間
の
営
為
が
産
み
だ
す
歴

史
と
い
う
理
念
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
た
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
議
論
は
、
諸
宗
教
の
内
部
に
生
じ
る
さ
ま
ざ
ま
な
異
他
的
思
想
〔religious 

hetero-

doxies

〕
が
果
た
し
た
世
俗
化
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
役
割
に
た
い
し
て
ほ
と
ん
ど
注
意
を
は
ら
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
対
抗
的
な
知
の
諸
体
系
こ

そ
が
、
規
範
的
な
教
義
に
〔
内
部
か
ら
〕
異
議
を
申
し
立
て
、
国
家
を
ス
ポ
ン
サ
ー
と
す
る
公
定
教
則
に
疑
義
や
抵
抗
を
つ
き
つ
け
る
端
緒
と
な
っ

た
の
だ
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
対
抗
的
な
知
の
体
系
の
ひ
と
つ
で
あ
る
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
に
い
た
っ
て
は
、
宗
教
が
発
生
す
る
原
初
的
契
機
へ
の
回
帰

を
さ
え
呼
び
か
け
て
い
た

―
そ
こ
に
お
い
て
、
生
の
神
秘
は
、
宗
教
的
思
索
の
対
象
で
あ
る
と
同
時
に
「
人
間
存
在
の
疎
外
と
い
う
実
存
的
経

験
」（19
）を
誘
発
す
る
も
の
だ
っ
た
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
経
験
を
神
義
論
へ
と
転
化
し
、〔
人
間
の
〕
苦
し
み
を
体
系
的
に
説
明
す
る
こ
と

―
結
局
は
、

そ
れ
が
教
条
的
宗
教
を
呼
び
こ
ん
で
し
ま
う
の
だ
が

―
を
試
み
る
の
が
、
異
他
的
思
想
〔heterodox 

thought

〕
の
主
た
る
目
標
で
あ
っ
た
の

だ
。

　

マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
宗
教
の
没
落
が
世
俗
世
界
に
も
た
ら
し
た
結
果
と
し
て
の
「
世
界
の
脱
魔
術
化
」
と
い
う
概
念
を
制
度
化
し
た
張

本
人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
そ
の
著
作
の
な
か
で
知
識
人
の
系
譜
を
神
義
論
に
た
ど
る
印
象
的
な
議
論（

20
）は
、
あ
ま
り
注

目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
現
代
知
識
人

―
そ
れ
は
ま
さ
に
、
世
俗
化
さ
れ
た
世
界
の
最
終
生
成
物
と
い
え
る

―
は
、

逆
説
的
に
も
、
こ
の
世
に
お
け
る
痛
み
や
苦
し
み
の
原
因
を
理
解
す
る
必
要
に
心
を
奪
わ
れ
て
き
た
。
こ
こ
で
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
提
示
し
て
い
る
の
は
、

ど
う
み
て
も
、
現
代
知
識
人
層
の
宗
教
的
起
源
に
か
ん
す
る
理
論
で
あ
る
。
倫
理
的
な
罪
の
意
識
と
不
条
理
な
苦
し
み
か
ら
、
知
識
人
は
、
宗
教
の
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拒
絶
で
は
な
く
そ
の
合
理
化

0

0

0

を
究
極
的
に
求
め
る
よ
う
な
報
償
的
倫
理
を
発
展
さ
せ
る
の
だ
。
一
見
す
る
と
こ
ろ
意
味
も
必
然
性
も
見
い
だ
し
が
た

い
苦
し
み
と
い
う
も
の
を
説
明
せ
ん
と
す
る
強
迫
に
と
も
な
っ
て
生
じ
る
の
は
、
不
条
理
な
苦
し
み
に
は
正
当
な
報
い
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
だ
、

と
い
う
確
信
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
報
償
〔
の
論
理
〕
は
、〔
苦
し
み
の
〕
倫
理
的
意
味
づ
け
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
は
、

苦
し
み
こ
そ
が
、
世
界
の
合
理
化
に
と
っ
て
の
主
要
な
出
発
点
と
な
る
の
だ
。
わ
ざ
わ
ざ
ま
わ
り
く
ど
い
立
論
を
す
る
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
報
償
的
な

意
味
と
、
人
間
存
在
の
疎
外
や
神
秘
の
喪
失
と
を
む
す
び
つ
け
る
。
た
と
え
ば
、
か
れ
の
議
論
に
よ
れ
ば
、
ひ
と
が
〔
現
世
の
出
来
事
に
〕
意
味
を

見
い
だ
す
こ
と
を
も
と
め
れ
ば
も
と
め
る
ほ
ど
、
こ
の
世
界
〔
現
世
〕
か
ら
ま
す
ま
す
価
値
が
失
わ
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
こ
の
世
界
か
ら
価
値
が

失
わ
れ
れ
ば
失
わ
れ
る
ほ
ど
、
そ
の
意
味（

21
）が
か
え
っ
て
追
い
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
…
…
だ
が
、
そ
の
意
味
が
探
し
も
と
め
ら
れ
る
べ
き
場
所

は
正
確
に
ど
こ
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
と
な
る
と
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
は
っ
き
り
し
な
い
ま
ま
な
の
で
あ
る
。

　

脱
魔
術
化
に
か
ん
す
る
著
書
の
な
か
で
、
マ
ル
セ
ル
・
ゴ
ー
シ
ェ
は
、
グ
ノ
ー
シ
ス
的
思
考
が
あ
ら
ゆ
る
合
理
化
を
拒
む
こ
と
に
注
目
し
て
い
る 

―
「〔
彼
岸
的
《
他
者
》
と
の
対
比
に
お
け
る
《
現
世
》
の
価
値
に
か
ん
す
る
思
索
の
〕
一
方
の
極
端
に
は
、
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
に
よ
る
大
い
な

る
拒
絶
が
あ
る
。
グ
ノ
ー
シ
ス
的
拒
絶
に
お
い
て
は
、
魂
が
も
と
め
て
や
ま
な
い
想
像
不
可
能
な
《
他
者
》
の
み
が
支
持
さ
れ
、
現
世
の
価
値
は
取

り
返
し
の
つ
か
な
い
ほ
ど
に
切
り
下
げ
ら
れ
た
」
の
だ
。
か
た
や
、
も
う
一
方
の
極
端
に
は
、「
こ
の
地
上
的
秩
序
と
、
彼
岸
に
あ
る
そ
の
秩
序
の

源
泉
と
を
再
統
合
す
る
試
み

―
す
な
わ
ち
、
世
俗
的
な
生
を
、
彼
岸
へ
と
向
け
ら
れ
た
生
と
同
列
に
あ
つ
か
お
う
と
す
る
神
権
政
治
の
試
み
」（22
）

と
い
う
原プ
ロ
ト―
世
俗
主
義
的
な
営
為
が
あ
る
。
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
が
合
理
化
を
根
っ
こ
か
ら
拒
絶
す
る
極
端
な
態
度
を
代
表
す
る
の
に
た
い
し
て
、
ヴ

ェ
ー
バ
ー
は
、
そ
の
対
極
が
は
ら
む
ジ
レ
ン
マ
か
ら
逃
れ
よ
う
と
格
闘
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
い
う
ジ
レ
ン
マ
と
は
、
そ
の
〔
合
理
化

と
い
う
〕
知
的
営
為
が
生
み
だ
す
あ
き
ら
か
な
世
俗
世
界
性（

23
）に
も
か
か
わ
ら
ず
、
知
識
人
は
宗
教
〔
意
識
〕
に
よ
る
合
理
化
作
業
に
と
ら
わ
れ
た

ま
ま
で
い
る
、
と
い
う
も
の
だ

―
「
と
い
う
の
は
、
合
理
的
思
考
が
正
当
な
応
報
に
よ
る
補
償
と
い
う
問
題
に
熱
心
に
取
組
め
ば
取
組
む
ほ
ど
、

そ
の
問
題
を
現
世
の
内
部
だ
け
で
解
決
す
る
こ
と
は
ま
す
ま
す
不
可
能
と
な
り
、
現
世
の
外
で
の
解
決
の
方
が
確
率
の
た
か
い
、
あ
る
い
は
意
味
の

大
き
い
も
の
の
よ
う
に
見
え
て
き
た
か
ら
で
あ
る
」（24
）。

　

ヴ
ェ
ー
バ
ー
を
読
ん
で
い
る
と
、
サ
イ
モ
ン
・
デ
ュ
ア
リ
ン
グ
よ
る
示
唆
に
富
む
文
学
史
の
分
析
が
連
想
さ
れ
る
。
デ
ュ
ア
リ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、

文
学
と
は
、
そ
の
価
値
が
失
わ
れ
れ
ば
失
わ
れ
る
ほ
ど
、
制
度
と
の
結
び
つ
き
か
ら
解
放
さ
れ
、
驚
異
〔w

onder

〕
に
満
ち
た
幻
想
空
間
へ
と
踏
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み
こ
ん
で
い
く
も
の
で
あ
る（

25
）。
伝
統
や
正
統
と
は
こ
と
な
り
、
驚
異
に
は
制
度
と
い
う
母
港
が
な
く
、
そ
の
た
め
、
驚
異
の
表
現
を
錨
で
つ
な
ぎ

留
め
、
決
ま
っ
た
仕
方
で
陸
揚
げ
す
る
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
わ
れ
わ
れ
は
持
た
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
の
〔
表
現
の
〕
意
味
を
解
釈
す
る
の
に
、
言

及
と
間
テ
ク
ス
ト
性
の
構
造（

26
）を
必
要
と
し
な
い
の
だ

―
実
際
の
と
こ
ろ
、
驚
異
と
は
、
体
系
化
さ
れ
た
知
に
よ
る
身
元
確
認
を
い
つ
も
裏
切
る

も
の
だ
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
議
論
の
運
び
も
、
不
思
議
と
こ
れ
に
似
通
っ
た
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る

―
〔
神
義
論
に
知
識
人
の
起
源
を
み
る
ヴ

ェ
ー
バ
ー
の
議
論
は
、〕
い
ま
だ
漠
と
し
て
な
ん
ら
確
定
的
な
も
の
の
な
い
〔
言
説
〕
空
間
で
「
人
間
存
在
の
疎
外
と
い
う
実
存
的
経
験
」
が
価
値

探
究
を
創
始
す
る
可
能
性
を
開
く
、
と
い
う
点
に
お
い
て
。
こ
の
よ
う
な
探
究
が
合
理
化
の
運
動
へ
と
帰
着
し
、
そ
の
合
理
化
が
こ
ん
ど
は
、
世
界

〔
現
世
〕
の
脱
―
価
値
化
と
再
―
価
値
化
の
反
復
的
サ
イ
ク
ル
と
い
う
堂
々
め
ぐ
り
に
至
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
も
そ
も
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
知
識
人
の

企
図
を
、〔
神
学
者
た
ち
を
〕
神
義
論
へ
と
駆
り
立
て
た
の
と
似
通
っ
た
動
機
に
貫
か
れ
た
も
の
と
特
徴
づ
け
た
こ
と
の
意
義
は
、
損
な
わ
れ
る
も

の
で
は
な
い
。

　

さ
ら
に
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
合
理
化
を
理
解
す
る
仕
方
は
、
奇
妙
に
弁
証
法
的
な
進
行
に
従
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る

―

呪
術
〔
魔
術
〕
あ
る
い
は
単
純
な
瞑
想
的
神
秘
論
の
色
彩
が
う
す
れ
、「
教
義
」
の
姿
を
と
る
よ
う
に
な
っ
て
く
れ
ば
く
る
ほ
ど
、
宗
教
に
と
っ

て
合
理
的
な
護
教
論
の
必
要
が
強
ま
っ
て
く
る
。（
中
略
）
こ
の
よ
う
に
し
て
経
典
宗
教
な
り
教
義
な
り
の
姿
を
と
る
よ
う
に
な
っ
て
く
れ
ば
く

る
ほ
ど
、
宗
教
は
、
ま
す
ま
す
文
書
的
教
養
の
〔
文
学
的
な
〕
色
彩
を
お
び
る
も
の
と
な
り
、
し
た
が
っ
て
、
祭
司
的
な
も
の
か
ら
離
れ
て
、
俗

人
の
合
理
的
な
思
考
を
ま
す
ま
す
か
き
た
て
る
と
い
う
働
き
を
も
す
る
よ
う
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
俗
人
の
思
考
の
な
か
か
ら
生
ま
れ

て
き
た
の
は
、
祭
司
に
敵
対
す
る
預
言
者
、
そ
し
て
、
祭
司
か
ら
独
立
し
て
宗
教
的
な
救
い
を
追
求
す
る
神
秘
家
や
信
団
的
分
派
、
さ
ら
に
は
、

懐
疑
主
義
者
や
信
仰
に
敵
対
す
る
哲
学
者
た
ち
で
あ
っ
た（

27
）。

印
象
的
な
こ
と
に
、
思
惟
行
為
に
か
ん
す
る
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
説
明
は
、
反
―
教
権
・
反
―
律
法
主
義
的
な
知
識
人
像
を
、
わ
れ
わ
れ
が
通
常
理
解
す

る
啓
蒙
思
想
的
合
理
主
義
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
グ
ノ
ー
シ
ス
的
な
知
の
作
法
へ
と
近
づ
け
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
を
ふ
た
た
び
引
こ
う

―
「
心
理

的
・
思
想
的
下
部
構
造
﹇
…
﹈
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
実
際
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
意
識
の
知
性
主
義
に
対
す
る
立
場
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
。
が
、
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し
か
し
、
究
極
的
形
成
物
た
る
世
界
像
に
も
不
可
避
的
に
つ
き
ま
と
う
あ
の
根
本
的
な
矛
盾
、
ま
た
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
究
極
的
な
内
的
緊

張
関
係
の
作
用
は
決
し
て
消
失
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
」（28
）。
こ
れ
は
あ
き
ら
か
に
、
理
性
が
信
仰
に
た
い
す
る
支
配
的
立
場
を
確
立
す
る
こ
と
を

勝
ち
誇
る
よ
う
な
語
り
口
で
は
な
く
、
宗
教
に
内
在
す
る
対
抗
性
〔
の
契
機
〕
を
繊
細
に
読
み
と
ろ
う
と
す
る
態
度
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
〔
内
在

的
〕
対
抗
性
は
、
相
異
な
る
さ
ま
ざ
ま
な
異
議
申
し
立
て
の
系
譜
を
う
ち
に
抱
え
こ
み
、
さ
ら
に
は
改
宗
〔
の
契
機
〕
を
も
包
含
す
る
も
の
な
の
で

あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
い
え
ば
、
と
き
と
し
て
、
改
宗
者
が
合
理
的
な
護
教
論
を
動
員
し
て
、
か
え
っ
て
改
宗
先
で
あ
る
〔
既
成
〕
宗
教
を
作
り
直

し
て
し
ま
う
よ
う
な
方
向
へ
と
む
か
う
効
果
を
も
つ
こ
と
す
ら
あ
る
の
だ
（
拙
著
『
群
れ
を
は
な
れ
て
』
参
照
）（29
）。

　

も
っ
と
も
大
事
な
点
は
、
知
識
人
を
宗
教
に
お
け
る
合
理
化
プ
ロ
セ
ス
に
括
り
つ
け
て
い
る
綱
の
存
在
が
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
認
識
さ
れ
て
い
た
と

い
う
こ
と
だ

―
「〔
宗
教
と
は
異
な
っ
た
仕
方
で
世
界
の
「
意
味
」
を
捉
え
よ
う
と
す
る
、
哲
学
的
企
て
や
直
観
的
認
識
の
試
み
な
ど
は
〕
救
い

の
宗
教
の
目
か
ら
見
れ
ば
、
知
性
が
そ
の
自
己
法
則
性
を
逃
れ
出
よ
う
と
す
る
努
力
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
な
に
は
さ
て
お
き
、
知
性
主
義
が
そ

0

0

0

0

0

0

の
力
に
よ
っ
て
な
ん
と
か
逃
れ
出
よ
う
と
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

合
理
主
義
そ
の
も
の
の
独
自
的
な
所
産
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
す
る
の
で
あ
る
」（
筆
者
に
よ

る
強
調
）（30
）。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
合
理
化
の
運
動
を
ひ
と
つ
の
罠
と
み
な
し
て
い
る
の
だ

―
知
識
人
が
そ
こ
か
ら
逃
れ
る
唯
一
の
方
法
は
、
逆
説

的
に
も
、「
文
学
的
主
体
性
」
に
か
ん
す
る
前
掲
論
文
で
デ
ュ
ア
リ
ン
グ
が
そ
の
特
性
を
「
驚
異
に
み
ち
た
幻
想
空
間
」
と
記
述
し
た（

31
）よ
う
な
空

間
に
ま
で
退
却
す
る
こ
と
で
あ
る
よ
う
な
罠
と
し
て
。
も
し
も
こ
れ
が
、〔
知
性
主
義
に
よ
る
〕
合
理
化
が
た
ど
る
避
け
が
た
く
も
ま
た
驚
く
べ
き

道
行
き
で
あ
る
の
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
行
き
着
く
先
に
は
合
理
主
義
へ
の
抵
抗
に
拍
車
が
か
け
ら
れ
る
事
態
が
待
ち
か
ま
え
て
い
る
と
い
う
事
実
が

指
し
示
す
の
は
、
そ
の
道
筋
が
い
か
に
ゆ
が
ん
だ
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
ゆ
が
ん
だ
道
筋
を
通
し
て
知
性
主
義

の
営
為
の
み
な
ら
ず
世
俗
主
義
そ
の
も
の
が
た
ど
っ
て
き
た
経
路
を
跡
づ
け
る
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、〔
現

世
に
お
け
る
〕
苦
し
み
や
痛
み
と
い
っ
た
不
条
理
な
経
験
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
合
理
化
作
業
が
、
皮
肉
に
も
、（
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
例
と
し
て
挙
げ

る
）
原
罪
の
よ
う
な
同
程
度
に
非
合
理
的
な
概
念
を
生
ん
で
し
ま
う
の
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
真
正
な
思
惟
の
行
為
は
逆
方
向
、
す
な
わ
ち
、
合
理
化

へ
の
強
迫
を
一
足
飛
び
に
回
避
す
る
方
向
へ
と
向
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
。
こ
と
に
よ
る
と
本
人
が
意
図
し
た
以
上
に
、
ヴ
ェ
ー

バ
ー
は
、
懐
疑
論
者
や
知
識
人
と
い
う
存
在
〔
の
根
拠
〕
を
、
宗
教
を
合
理
化
す
る
と
い
う
前
提
そ
の
も
の
を
疑
問
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
主
流
派

の
教
義
に
た
い
し
て
異
端
的
〔heterodox

〕
な
異
議
申
し
立
て
を
お
こ
な
う
少
数
派
信
仰
の
知
の
諸
体
系
に
近
づ
け
て
い
る
の
だ
。
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こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
主
流
派
宗
教
の
外
部
に
位
置
す
る
さ
ま
ざ
ま
に
異
質
的
〔heterogeneous

〕
な
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
運
動
は
、
た
と
え
そ

れ
ら
が
現
代
人
の
目
に
（
お
そ
ら
く
当
時
の
大
衆
に
と
っ
て
も
）
ひ
ど
く
奇
矯
で
特
異
な
も
の
と
映
ろ
う
と
も
、
真
剣
に
研
究
さ
れ
る
べ
き
対
象
な

の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ユ
ン
グ
が
「
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
衣
裳
を
つ
け
た
純
然
た
る
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
」（32
）と
呼
ん
だ
神
智
学
の
よ
う
な
運
動
を
研
究

す
る
際
の
主
要
な
関
心
は
、
ヘ
レ
ナ
・
ペ
ト
ロ
ヴ
ナ
・
ブ
ラ
ヴ
ァ
ツ
キ
ー
、
ア
ニ
ー
・
ベ
サ
ン
ト
、
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
シ
ネ
ッ
ト
と
い
っ
た
有
名
な

神
智
学
実
践
者
た
ち
の
著
作（

33
）が
、
宗
教
的
神
秘
が
埋
没
さ
せ
ら
れ
た
り
迷
信
の
地
位
へ
と
追
い
や
ら
れ
た
り
す
る
展
開

―
ゴ
ー
ス
キ
ー
が
、
世

俗
化
論
争
を
総
括
す
る
な
か
で
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
よ
る
宗
教
改
革
の
時
期
に
発
生
し
た
と
同
定
す
る
展
開（

34
）

―
の
〔
原
初
的
〕
契
機
に
ま
で

踏
み
こ
ん
で
い
る
、
と
い
う
点
に
も
と
め
ら
れ
る
。

　

実
際
、
世
俗
的
思
考
の
勃
興
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
た
〔
歴
史
的
〕
運
動
と
し
て
の
オ
カ
ル
テ
ィ
ズ
ム
を
力
強
く
論
じ
た
ヴ
ァ
ウ
タ
ー
・
ハ
ー
ネ
フ

ラ
ー
フ
に
よ
れ
ば
、〔
古
代
的
〕
秘
教
が
近
代
的
オ
カ
ル
テ
ィ
ズ
ム
に
変
容
す
る
際
に
、〔
古
代
的
秘
教
に
お
け
る
〕
万
物
照
応
説
の
要
素
と
〔
近
代

的
科
学
に
お
け
る
〕
因
果
律
の
要
素
と
が
、
あ
や
ふ
や
な
混
淆
の
す
え
に
折
衷
的
な
〔
信
仰
の
〕
か
た
ち
を
生
み
だ
し
、
あ
い
ま
い
な
結
果
を
も
た

ら
し
た
、
と
い
う
こ
と
だ
。
万
物
照
応
説
に
も
と
づ
く
内
的
に
首
尾
一
貫
し
た
世
界
観
か
ら
、
均
衡
が
く
ず
れ
矛
盾
に
満
ち
た
〔
近
代
的
〕
世
界
観

へ
の
進
展
は
、
宗
教
と
世
俗
主
義
の
不
安
定
な
関
係
の
徴
候
で
あ
る
と
指
摘
す
る
ハ
ー
ネ
フ
ラ
ー
フ
は
、
秘
密
の
象
徴
や
暗
号
に
根
ざ
し
た
秘
教
的

思
考
が
元
来
持
っ
て
い
た
統
一
性
が
、
歴
史
的
時
間
性
や
〔
科
学
的
〕
因
果
律
と
い
っ
た
あ
ら
た
な
要
素
の
侵
入
に
よ
っ
て
つ
き
く
ず
さ
れ
た
結
果
、

伝
統
的
秘
教
か
ら
も
科
学
的
合
理
主
義
か
ら
も
同
じ
く
ら
い
縁
遠
い
「
論
理
的
に
両
立
不
可
能
な
諸
要
素
の
不
安
的
な
混
淆
」（35
）を
生
み
だ
す
こ
と

に
な
っ
た
、
と
論
じ
て
い
る
。
か
れ
の
見
立
て
は
、
従
来
の
オ
カ
ル
テ
ィ
ズ
ム
に
か
ん
す
る
研
究
と
は
一
線
を
画
す
る
も
の
だ

―
と
い
う
の
も
、

従
来
の
見
方
に
よ
れ
ば
、
オ
カ
ル
ト
〔
的
な
る
も
の
〕
と
は
過
去
の
残
存
物
の
寄
せ
集
め
で
あ
っ
て
、
も
は
や
廃
棄
さ
れ
忘
却
の
淵
に
沈
め
ら
れ
た

信
条
の
亡
霊
を
呼
び
覚
ま
し
、
文
化
的
・
宗
教
的
発
展
の
原
始
的
段
階
へ
と
退
行
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
だ
か
ら
。
こ
の
よ
う
な
通
俗
的
解
釈
自

体
、
も
と
を
た
だ
せ
ば
、
魔
術
〔
呪
術
〕
的
世
界
観
を
歴
史
以
前
と
し
て
切
り
捨
て
る
、
い
ま
と
な
っ
て
は
疑
わ
し
い
一
九
世
紀
の
進
化
論
か
ら
き

た
も
の
だ
、
と
ハ
ー
ネ
フ
ラ
ー
フ
は
付
け
加
え
て
い
る
。
そ
れ
に
た
い
し
て
か
れ
が
打
ち
出
す
見
解
に
よ
れ
ば
、
近
代
的
オ
カ
ル
テ
ィ
ズ
ム
と
は
、

物
質
の
組
成
を
解
明
す
る
た
め
に
発
達
し
た
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
用
い
て
超
物
質
的
な
諸
現
象
を
説
明
す
る
と
い
う
、
世
俗
的
な
物
質
主
義
〔
唯
物

論
〕
の
試
み
か
ら
生
ま
れ
出
た
〔
近
代
〕
特
有
の
産
物
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
か
な
ら
ず
し
も
科
学
的
物
質
主
義
を
全
面
的
に
支
持
す
る
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こ
と
な
く
、
し
か
し
、
一
般
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
〔
既
成
宗
教
な
ど
の
公
定
的
〕
教
義
に
異
議
を
唱
え
よ
う
と
す
る
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
な
知
の

諸
体
系
を
駆
動
す
る
の
に
必
要
不
可
欠
な
刺
激（

36
）を
、
じ
つ
に
、
誰
あ
ろ
う
世
俗
文
化
が
提
供
し
て
い
る
、
と
い
う
わ
け
な
の
で
あ
る
。

世
俗
的
知
の
宗
教
的
起
源

　

世
俗
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
も
宗
教
的
な
考
え
方
の
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
が
執
拗
に
残
存
す
る
と
い
う
事
実
に
典
型
的
に
表
れ
る
よ
う
な
、
な
ん

と
も
す
わ
り
の
悪
い
、
宗
教
に
た
い
す
る
世
俗
主
義
の
関
係
は
、
ニ
ー
チ
ェ
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
い
っ
た
も
っ
と
も
懐
疑
主
義
的
で

合
理
主
義
的
な
知
識
人
た
ち
の
仕
事
に
さ
え
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
。
脱
魔
術
化
や
世
俗
主
義
に
か
ん
す
る
最
近
の
研
究
が
、
近
現
代
知
識
人
の
思
考

へ
の
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
の
強
さ

―
一
般
に
思
わ
れ
て
い
る
よ
り
も
は
る
か
に
多
く
の
仕
方
で
影
響
し
て
い
る

―
を
ど
れ
ほ
ど
認
め
て
い
る
の

か
知
り
た
け
れ
ば
、
マ
ル
セ
ル
・
ゴ
ー
シ
ェ
の
著
作
を
ひ
も
と
け
ば
事
足
り
る
だ
ろ
う
。
ゴ
ー
シ
ェ
は
、
近
代
性
を
概
念
化
す
る
う
え
で
基
礎
と
な

る
、
合
理
的
か
つ
道
徳
的
な
進
歩
と
い
う
理
念
を
キ
リ
ス
ト
教
が
も
た
ら
し
た
と
い
う
理
由
で
、
キ
リ
ス
ト
教
は
近
代
世
俗
主
義
の
先
駆
者
に
ほ
か

な
ら
な
い
、
と
さ
え
論
じ
て
い
る
。
ゴ
ー
シ
ェ
の
議
論
に
あ
る
程
度
よ
り
そ
う
か
た
ち
で
な
さ
れ
る
ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト
・
ペ
コ
ー
ラ
の
主
張
に
よ
れ
ば
、

西
洋
知
識
人
は
、
世
俗
化
さ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
＝
キ
リ
ス
ト
教
的
伝
統
と
啓
蒙
思
想
に
よ
る
真
理
と
進
歩
と
い
う
考
え
と
の
あ
い
だ
に
よ
こ
た
わ
る
深
い

つ
な
が
り
へ
の
回
帰
と
い
う
運
動
か
ら
、
決
し
て
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る（

37
）。
と
は
い
え
、
こ
う
主
張
す
る
ペ
コ
ー
ラ
の
目
的
は
、
キ

リ
ス
ト
教
が
世
俗
主
義
の
先
駆
で
あ
っ
た
と
い
う
通
説
を
確
認
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
世
俗
主
義

―
こ
と
に
世
俗
主
義
の
宗

教
的
起
源

―
に
つ
い
て
今
日
の
〔
文
化
〕
批
評
が
有
す
る
記
憶
や
歴
史
的
知
識
の
う
ち
に
存
続
す
る
亀
裂
を
問
題
化
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
だ
。

　

ペ
コ
ー
ラ
は
、
世
俗
主
義
を
キ
リ
ス
ト
教
的
倫
理
規
範
の
枠
組
の
う
ち
に
捉
え
、
世
俗
主
義
が
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
か
ら
進
歩
と
救
済
と
い
う
メ

シ
ア
的
進
行
〔
の
理
念
〕
を
引
き
だ
す
と
こ
ろ
に
文
化
批
評
に
お
け
る
争
点
を
設
定
す
る
。
こ
の
よ
う
な
ジ
レ
ン
マ
が
も
た
ら
す
効
果
を
見
据
え
な

が
ら
、
カ
ー
ル
・
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
と
ハ
ン
ス
・
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
は（

38
）、
も
っ
と
も
ラ
デ
ィ
カ
ル
で
非
妥
協
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る

―
世
俗

主
義
の
キ
リ
ス
ト
教
的
構
え
を
取
り
除
こ
う
と
も
と
め
る
あ
ま
り
、
か
れ
ら
は
、
世
俗
主
義
が
想
定
す
る
道
徳
的
進
行
〔
の
理
念
〕
と
は
距
離
を
お

き
、
歴
史
を
偶
然
的
・
循
環
的
で
目
的
を
も
た
な
い
も
の
で
あ
る
と
し
た
。
世
俗
主
義
を
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
解
放
し
よ
う
と
努
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
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か
れ
ら
は
、
人
間
の
行
為
は
機
械
的
で
ラ
ン
ダ
ム
な
も
の
で
、
そ
れ
を
つ
な
ぎ
と
め
る
原
理
原
則
や
救
済
の
約
束
を
持
た
な
い
も
の
で
あ
る
、
と
い

う
考
え
を
抱
く
に
い
た
る
。
世
俗
主
義
を
唯
物
主
義
的
・
機
械
主
義
的
な
思
想
と
し
て
概
念
化
す
る
こ
と
が
、
配
分
的
正
義
や
公
平
性
へ
の
コ
ミ
ッ

ト
メ
ン
ト

―
そ
れ
は
、
教
会
的
権
威
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
き
た
階
層
的
秩
序
に
な
り
代
わ
っ
て
、
ポ
ス
ト
宗
教
社
会
が
獲
得
せ
ん
と
懸
命
に
努

め
て
き
た
も
の
で
あ
る
が

―
を
疑
問
に
ふ
す
こ
と
に
つ
な
が
る
の
は
ま
ち
が
い
な
い
。
世
俗
主
義
の
機
械
主
義
的
再
登
記
を
裏
書
き
す
る
冷
徹
な

論
理
は
、
そ
の
よ
う
な
立
場
が
は
ら
む
倫
理
的
含
意
を
払
い
の
け
、
い
や
し
く
も
世
俗
主
義
が
な
に
か
し
ら
の
重
要
性
を
も
つ
た
め
に
は
宗
教
と
い

う
先
祖
か
ら
完
全
に
解
放
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
主
張
す
る
の
だ
。

　

レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
や
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
に
お
い
て
極
端
な
か
た
ち
で
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
世
俗
的
文
化
が
宗
教
的
起
源
か
ら
発
生
し
た
こ
と
を
否

認
し
よ
う
と
す
る
動
き
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
無
神
論
を
奉
ず
る
知
識
人
た
ち
の
仕
事
に
お
い
て
さ
え
宗
教
の
影
が
ち
ら
つ
い
て
い
る
そ
の
仕
方
や
原

因
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
る
の
は
意
義
の
あ
る
こ
と
だ
ろ
う

―
こ
れ
ら
の
知
識
人
は
、
宗
教
的
信
仰
が
も
は
や
行
動
基
準
を
提
供
し
は
し
な
い
な

か
で
、
善
の
概
念
が
い
っ
た
い
ど
こ
か
ら
来
る
の
か
と
い
う
難
問
に
と
り
つ
か
れ
て
き
た
の
だ
っ
た
。
宗
教
と
近
代
世
俗
主
義
は
切
っ
て
も
切
れ
な

い
関
係
に
あ
る
の
で
、
先
行
者
で
あ
る
宗
教
を
抜
き
に
し
て
世
俗
主
義
を
概
念
化
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。〔
実
際
、〕
西
洋
近
代
の
哲

学
や
社
会
科
学
の
な
か
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
遺レ
ガ
シ
ー産
を
完
全
に
は
払
拭
し
き
れ
な
い
思
想
の
系
譜
が
存
在
す
る
。
そ
の
明
白
な
例
に
ハ
ー
バ
ー
マ
ス

の
葛
藤
に
み
ち
た
モ
デ
ル
ネ
論
が
あ
る
が
、
そ
れ
を
検
証
し
た
ペ
コ
ー
ラ
は
、
世
俗
主
義
が
そ
の
宗
教
的
基
盤
か
ら
解
き
放
た
れ
る
と
き
に
も
っ
と

も
脆
弱
と
な
る
地
点
を
み
ご
と
に
探
し
当
て
て
み
せ
た
。
宗
教
に
た
い
す
る
世
俗
主
義
の
関
係
が
も
っ
と
も
不
安
定
に
な
る
の
は
、
芸
術
の
形
式
や

機
能
を
一
変
さ
せ
る
新
た
な
文
脈
が
出
来
す
る
と
き
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
宗
教
儀
礼
的
な
意
義
を
有
す
る
芸
術
品
は
、
そ
も
そ
も
礼
拝
の
道
具
で

あ
る
と
同
時
に
美
的
鑑
賞
の
対
象
で
も
あ
る
と
い
う
イ
コ
ン
的
な
地
位
に
よ
っ
て
聖
と
俗
と
を
一
体
化
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
ひ
と
た
び
美

術
館
に
陳
列
さ
れ
る
と
、
聖
と
俗
と
の
既
存
の
バ
ラ
ン
ス
に
乱
れ
が
生
じ
、
結
果
と
し
て
世
俗
文
化
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
不
安
定
化
さ
せ
る
こ

と
に
な
る
。
こ
の
事
態
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
近
代
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
未
完
で
あ
る
こ
と
の
証
拠
な
の
だ
ろ
う
か
。
だ
と
す

る
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
は
、「
政
治
的
意
義
を
有
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

宗
教
的
概
念

―
お
そ
ら
く
は
ユ
ダ
ヤ
＝
キ
リ
ス
ト
教
的
概
念

―
の
す
べ
て
を
、
存
続
可

能
な
公
共
的
か
つ
普
遍
的
な
言
説
へ
と
」（
強
調
は
筆
者
）
翻
訳
す
る
力
量
が
世
俗
哲
学
に
は
欠
け
て
い
る
、
と
い
う
点
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う（

39
）。
こ
こ
で
ペ
コ
ー
ラ
が
「
政
治
的
意
義
を
有
す
る
」
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
の
教
え
が
〔
現
代
人
の
生
活
に
お
い
て
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も
〕
ひ
き
つ
づ
き
妥
当
性
を
も
つ
状
況
を
特
徴
づ
け
て
い
る
こ
と
は
、
多
元
的
社
会
の
創
造
に
お
け
る
賭
け
金
を
引
き
上
げ
て
い
る
。
政
治
的
意
義

と
は
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教
に
ま
た
が
る
公
分
母
に
よ
っ
て
測
ら
れ
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
公
共
的
か
つ
普
遍
的
な
言
説
を
産
出
す
る
よ
う
な
統
一
的

な
参
照
点
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
の
あ
い
だ
に
、
は
た
し
て
あ
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
文
化
的
・
宗
教
的
な
諸
差
異

は
あ
ま
り
に
大
き
す
ぎ
て
、
な
ん
ら
か
の
言
説
を
共
有
す
る
た
め
の
共
通
の
基
盤
な
ど
、
そ
も
そ
も
あ
り
は
し
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

世
俗
主
義
の
年
代
記

　

世
俗
主
義
的
な
言
説
を
宗
教
的
な
素
性
か
ら
切
り
離
す
こ
と
が
、
世
俗
主
義
に
負
わ
さ
れ
て
い
る
神
学
的
な
積
荷
を
放
り
捨
て
、
進
歩
と
い
う
普

遍
主
義
的
な
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
か
ら
世
俗
主
義
を
解
き
放
つ
こ
と
に
な
る
と
し
て
も
、
こ
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
戦
略
が
、
世
俗
主
義
は
宗
教
文
化
の
あ
と
に

続
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
前
提
の
う
え
に
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い
。
こ
の
直
線
的
な
年
代
記
は
、
世
俗
主
義
を
ポ
ス
ト
宗
教
的

発
展
と
定
義
づ
け
る
た
め
、
以
下
の
よ
う
な
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
な
問
い
か
け
を
あ
ら
か
じ
め
封
じ
込
め
て
し
ま
う

―
世
俗
主
義
の
理
念
は
、
宗
教

に
先
だ
っ
て
、
つ
ね
に
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
の
異
教
〔paganism

〕
は
、
ど
の
程
度
ま
で
「
世
俗
的
」
と
考

え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
哲
学
や
神
話
は
、
神
々
の
意
志
に
逆
ら
う
人
間
の
エ
イ
ジ
ェ
ン
シ
ー
を
表
象
し
て
い
る
点
に
お
い
て
、

「
原プ
ロ
ト

―
世
俗
的
」
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
宗
教
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
へ
の
応
答
の
内
実
は
、
そ
の
影
響
力
が
縮
減
さ
れ
私
的
領

域
に
と
ど
ま
る
よ
う
な
状
況
を
未
来
に
つ
く
り
だ
す
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
宗
教
以
前

0

0

の
状
況
に
立
ち
戻
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
問
い
か
け
が
同
時
に
注
意
を
喚
起
す
る
の
は
、
主
流
派
の
諸
宗
教
が
、
小
分
派
や
異
端
的
〔heterodox

〕
傾
向
を
吸
収
、
排
除
、

ま
た
は
適
応
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
か
に
し
て
そ
の
支
配
的
地
位
を
獲
得
す
る
の
か
、
と
い
う
問
い
で
も
あ
る
の
だ
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
今
日
の
学
問
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
問
い
か
け
が
出
番
を
見
い
だ
す
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
実
際
、
世
俗
主
義
を
再
考
す
る
た
め

に
学
術
研
究
が
い
か
な
る
反
省
的
な
転
回
を
試
み
よ
う
と
も
、
結
局
は
キ
リ
ス
ト
教
と
の
関
係
性
を
模
索
す
る
方
向
へ
と
向
か
う
こ
と
と
な
り
、
そ

の
せ
い
で
長
期
的
な
展
望
で
歴
史
に
と
り
く
む
能
力
が
制
限
さ
れ
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
。
合
理
的
思
考
と
道
徳
的
進
歩
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ

り
キ
リ
ス
ト
教
が
世
俗
主
義
へ
の
道
を
切
り
拓
い
た
と
い
う
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
ゴ
ー
シ
ェ
に
よ
っ
て
さ
ら
に
先
へ
と
お
し
す
す
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め
ら
れ
た
考
え
方
も
、
キ
リ
ス
ト
教
の
道
徳
的
・
社
会
的
目
的
論
か
ら
切
り
離
し
て
世
俗
主
義
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
を
構
想
す
る
道
を
閉
ざ
し
て
し
ま
っ

て
い
る
の
だ
。
こ
れ
は
ま
さ
に
、
ペ
コ
ー
ラ
が
精
査
し
た
主
要
な
問
題
の
ひ
と
つ
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
ペ
コ
ー
ラ
で
さ
え
も
、
世
俗
主
義
の
前

史
を
探
求
す
る
と
こ
ろ
ま
で
踏
み
こ
も
う
と
は
せ
ず
に
、
か
え
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
が
世
俗
主
義
を
可
能
に
し
た
以
上
キ
リ
ス
ト
教
に
先
立
つ
も
の

は
世
俗
的
思
考
の
埒
外
に
あ
る
、
と
提
案
し
て
い
る
よ
う
に
さ
え
み
え
る
の
だ
。〔
か
た
や
、〕
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
や
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
の
言
い
分
が

通
る
な
ら
、
世
俗
主
義
は
キ
リ
ス
ト
教
的
な
救
済
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
ま
っ
た
く
抜
き
に
し
て
定
義
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
、
そ
れ
な

ら
ば
、
道
徳
的
進
歩
や
個
人
主
義
的
意
志
・
行
為
と
い
っ
た
も
の
の
代
わ
り
に
、
た
だ
、
機
械
的
運
動
と
循
環
す
る
歴
史
、
偶
然
性
に
支
配
さ
れ
計

画
性
が
皆
無
の
世
界
観
だ
け
が
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
ユ
ダ
ヤ
＝
キ
リ
ス
ト
教
を
参
照
点
と
は
し
な
い
よ
う
な
近
代
的
世

俗
主
義
の
「
前
史
」
を
考
察
す
る
た
め
の
概
念
枠
組
は
存
在
し
な
い
の
だ
。

　

一
見
す
る
と
こ
ろ
、
世
俗
主
義
の
「
引
き
算
」
理
論
に
言
及
す
る
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
は
、
こ
の
よ
う
な
問
い
の
不
在
を
ほ
の
め
か
し
て
い

る
よ
う
に
も
み
え
る
。「
引
き
算
」
と
い
う
表
現
で
テ
イ
ラ
ー
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、
世
俗
主
義
と
は
そ
の
構
図
か
ら
神
を
差
し
引
く
こ
と
に
よ

っ
て
得
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
だ（

40
）。
ジ
ャ
ン
ニ
・
ヴ
ァ
ッ
テ
ィ
モ
の
「
ケ
ノ
ー
シ
ス
」
論
の
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
的
志
向
の
継
続
を
範
例
的
に
認

め
る
見
方（

41
）も
あ
る
に
せ
よ
、
結
局
の
と
こ
ろ
、「
神
の
死
」
と
い
う
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
が
、
世
俗
主
義
を
解
釈
す
る
際
つ
ね
に
主
要
な
起
点
と
な
っ
て

い
る
の
だ
。
テ
イ
ラ
ー
が
解
釈
す
る
よ
う
に
、「
引
き
算
」
理
論
の
論
理
を
支
配
し
て
い
る
の
は
、
い
く
つ
か
の
暗
黙
の
了
解
で
あ
る

―
古
い
信

仰
を
捨
て
な
い
限
り
近
代
的
人
間
に
は
な
り
え
な
い
、
神
へ
の
信
仰
を
た
も
ち
な
が
ら
近
代
世
界
を
十
全
に
生
き
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
信
仰
者
は

近
代
的
人
間
た
り
え
な
い
、
ゆ
え
に
「
神
の
死
」
こ
そ
が
近
代
の
展
望
を
開
く
鍵
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
世
俗
的
社
会
を
実
現
す
る
た
め
の

「
引
き
算
」
と
い
う
方
法
に
異
を
唱
え
る
テ
イ
ラ
ー
は
、
逆
向
き
の
方
向
で
議
論
を
進
め
る

―
人
間
の
生
に
お
け
る
〔
地
上
的
＝
「
内
在
的
」〕
諸

善
〔hum

an goods

〕
と
い
う
観
点
か
ら
世
俗
主
義
を
構
想
し
な
お
そ
う
と
い
う
探
求
に
お
い
て
ユ
ダ
ヤ
＝
キ
リ
ス
ト
教
的
倫
理
の
あ
る
側
面
を
堅

持
す
る
、
と
い
う
の
だ
。
テ
イ
ラ
ー
に
と
っ
て
、
物
質
主
義
の
魅
力
と
は
、
科
学
が
宗
教
を
駆
逐
す
る
と
い
う
事
実
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、

そ
れ
が
道
徳
的
な
見
通
し
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。「
神
の
死
」
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
は
否
定
的
モ
デ
ル
で
あ
っ
て
近
代
性
を
理
解
す
る
に
は
不
適

当
で
あ
る
と
す
る
テ
イ
ラ
ー
は
、
さ
ら
に
一
歩
進
ん
で
、
あ
く
ま
で
ひ
と
つ
の
可
能
性
と
し
て
で
は
あ
る
が
、
西
洋
近
代
と
は
宗
教
的
世
界
観
か
ら

世
俗
的
世
界
観
へ
の
移
行
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
自
身
の
起
源
に
あ
る
精
神
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
よ
っ
て
持
続
可
能
な
の
で
は
な
い
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だ
ろ
う
か
、
と
提
案
す
る
。
テ
イ
ラ
ー
は
世
俗
化
理
論
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
近
代
は
自
己
定
義
の
た
め
に
宗
教
を
放
擲
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
「
引
き
算
」
に
よ
っ
て
理
論
化
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
異
議
申
し
立
て
を
お
こ
な
う
。
世
俗
主
義
は
、
む
し
ろ
、
価
値
と
い

う
荷
を
積
み
こ
ん
だ
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
へ
と
舵
を
切
る
キ
リ
ス
ト
教
内
部
に
お
け
る
方
向
転
換
に
よ
っ
て
つ
き
動
か
さ
れ
る
、
と
み
て
い
る
の
だ
。

テ
イ
ラ
ー
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
を
、
超
越
的
内
実
を
剝
奪
さ
れ
つ
つ
も
宗
教
の
枠
組
の
外
部
で
抱
き
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
新
た
な
る

社
会
秩
序
の
基
盤
と
し
て
救
出
す
る

―

わ
れ
わ
れ
に
は
、
も
は
や
、
理
性
的
に
神
を
信
仰
す
る
こ
と
な
ど
で
き
は
し
な
い
。
い
ま
や
、
出
発
点
は
、
近
代
世
界
の
倫
理
的
展
望
な
の
だ
。

（
中
略
）
お
な
じ
み
の
意
味
で
「
世
俗
的
」
な
社
会
に
生
き
る
わ
れ
わ
れ
の
公
的
な
生
活
は
、
排
他
的
に
、
人
間
的
な
〔
地
上
的
＝
「
内
在
的
」〕

諸
善
〔hum

an 
goods

〕
に
の
み
か
か
わ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。（
中
略
）
こ
の
よ
う
な
世
界
に
お
い
て
は
神
へ
の
信
仰
の
余
地
な
ど
あ
り
は

し
な
い
、
と
み
る
む
き
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
手
の
信
仰
に
よ
っ
て
、
ひ
と
は
、
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
、
さ
ら
に
は
こ
の
〔
地
上
〕
世
界
の
敵
と
な

ら
ざ
る
を
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。（
中
略
）
で
あ
る
か
ら
、
ひ
と
は
、
ど
ち
ら
か
を
選
ば
な
く
て
は
な
ら
な
い

―
こ
の
世
界
の
約
束
事
に
従

っ
て
生
活
す
る
徹
底
し
た
現
世
の
住
民
と
し
て
、
本
心
か
ら
神
を
信
じ
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
か
、
ま
た
は
、
信
仰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
代

世
界
に
お
け
る
あ
る
種
の
居
留
外
国
人
と
し
て
生
き
る
か
、
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
す
ま
す
そ
の
よ
う
な
状
況
に
引
き

込
ま
れ
て
い
く
た
め
に
、〔
神
を
〕
信
じ
る
こ
と
は
ど
ん
ど
ん
困
難
と
な
り
、
信
仰
の
地
平
は
じ
わ
じ
わ
と
遠
ざ
か
っ
て
い
く
の
だ（

42
）。

　

こ
う
し
て
テ
イ
ラ
ー
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
礼
節
〔civility

〕
の
成
熟
と
し
て
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
い
う
昔
な
が
ら
の
理
解
へ
と
向
か
い
、
キ
リ

ス
ト
教
を
定
義
す
る
の
に
文
明
論
的
基
準
を
持
ち
出
し
さ
え
す
る
。
か
れ
が
「
近
代
の
道
徳
的
秩
序
」（43
）と
呼
ぶ
も
の
へ
の
道
が
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ

ム
的
介
入
に
よ
っ
て
切
り
拓
か
れ
る
と
い
う
わ
け
だ
。
そ
し
て
、
社
会
的
責
任
感
を
有
す
る
個
々
人
に
よ
る
道
徳
的
秩
序
へ
の
こ
の
信
頼
は
、
人
間

的
意
志
に
よ
っ
て
築
か
れ
る
の
で
は
な
く
、
神
の
目
的
と
地
続
き
な
の
で
あ
る
。
テ
イ
ラ
ー
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
再
興
が
こ

と
さ
ら
興
味
深
い
理
由
は
、
か
れ
が
そ
の
う
ち
に
見
い
だ
す
も
の
が
、
理
性
と
正
し
い
行
動
を
う
な
が
す
と
と
も
に

0

0

0

0

神
の
摂
理
へ
の
異
議
申
し
立
て

〔dissent

〕
を
も
引
き
だ
す
包
括
的
な
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
、
敬
虔
な



111　　異他的知の枠組による世俗主義の再考

信
者
た
ち
と
同
様
に
（
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ギ
ボ
ン
、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ヒ
ュ
ー
ム
と
い
っ
た
）
宗
教
を
懐
疑
し
中
傷
す
る
者
た
ち
ま

で
を
も
認
め
る
ほ
ど
に
、
懐
の
深
い
も
の
と
な
る
。
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
こ
の
議
論
だ
て
に
よ
れ
ば
、
教
会
へ
の
反
対
意
見
〔dissent

〕
も
神
の

目
的
に
か
な
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
テ
イ
ラ
ー
は
、
世
俗
主
義
の
道
徳
的
使
命
〔
の
存
立
〕
を
、
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
の
内
部

に
お
け
る
変
容
に
帰
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
う
な
る
と
、
世
俗
主
義
と
は
〔
歴
史
の
中
で
〕
損
な
わ
れ
て
し
ま
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
の
完
成
に
ほ
か
な

ら
ず
、
キ
リ
ス
ト
教
思
想
最
高
の
表
現
と
し
て
の
理
性
と
文
明
の
方
へ
と
向
か
う
こ
と
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
が
自
己
修
正
を
始
め
た
こ
と
を
意
味

す
る
。
人
間
の
営
為
を
中
心
化
す
る
大
幅
に
縮
減
さ
れ
た
神
の
摂
理
〔
と
い
う
理
解
〕
こ
そ
が
近
代
的
世
俗
性
へ
の
入
り
口
な
の
で
あ
り
、
世
俗
主

義
と
は
、
宗
教
の
影
響
を
「
引
き
算
」
し
た
も
の
な
ど
と
は
ほ
ど
遠
く
、
む
し
ろ
宗
教
が
本
来
意
図
し
て
い
た
方
向
性
を
強
化
す
る
、
と
い
う
わ
け

だ
。

　

テ
イ
ラ
ー
の
議
論
は
、
ペ
コ
ー
ラ
に
よ
っ
て
、
よ
り
批
評
性
を
増
し
た
か
た
ち
で
再
確
認
さ
れ
て
い
る

―
「
世
俗
主
義
は
、
宗
教
的
な
る
も
の

の
意
味
を
、
か
つ
て
な
い
ほ
ど
合
理
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
か
え
っ
て
、
か
つ
て
な
い
ほ
ど
深
く
体
現
す
る
よ
う
な
、
逆
説
的
な
道
を
み
ず
か
ら
歩
む

こ
と
と
な
る
」（44
）。
ペ
コ
ー
ラ
は
、
世
俗
主
義
が
と
っ
て
代
わ
っ
た
は
ず
の
宗
教
的
文
化
と
似
通
っ
て
し
ま
う
事
態
を
説
明
す
る
の
に
、
宗
教
が
信

仰
の
実
践
を
通
し
て
可
能
に
し
、
世
俗
主
義
が
機
械
的
思
考
に
抵
抗
す
る
た
め
の
重
要
な
資
源
と
し
て
救
出
す
る
、〈
想
像
力
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
〉
を

も
ち
だ
す

―
「
近
代
文
化
に
お
け
る
世
俗
的
合
理
性
へ
の
意
志
は
、
資
本
主
義
の
『
鉄
の
檻
』
と
い
う
非
合
理
性
へ
の
た
ん
な
る
戦
略
的
抵
抗
と

し
て
で
は
な
く
、〔
世
俗
主
義
が
宗
教
と
の
関
係
に
お
い
て
孕
ま
ざ
る
を
え
な
い
内
在
的
な
逆
説
の
た
め
に
、〕
宗
教
伝
統
の
う
ち
に
あ
る
想
像
力
の

原
基
を
保
存
す
る
の
だ
」（45
）。
こ
こ
に
あ
る
中
心
的
な
逆
説
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
公
共
圏
に
お
い
て
は
宗
教
と
対
立
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て

い
る
世
俗
主
義
が
、
そ
の
自
己
定
義
に
お
い
て
宗
教
の
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
を
保
存
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
保
存
を
た
し
か
な
も
の

と
し
て
い
る
の
が
芸
術
な
の
で
あ
る

―
芸
術
は
、
想
像
力
が
も
つ
非
合
理
的
な
傾
向
に
磨
き
を
か
け
、
近
代
資
本
主
義
の
官
僚
化
が
も
た
ら
す
負

の
影
響
に
抗
す
る
抵
抗
的
合
理
主
義
へ
と
洗
練
さ
せ
る
の
だ
。
ペ
コ
ー
ラ
の
す
る
ど
い
指
摘
に
よ
り
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
テ
オ
ド

ー
ル
・
ア
ド
ル
ノ
が
は
か
ら
ず
も
行
き
つ
い
た
〔
道
具
的
理
性
に
〕
抵
抗
す
る
芸
術
を
称
揚
す
る
議
論
で
、
そ
の
よ
う
な
抵
抗
的
芸
術
は
、
み
ず
か

ら
純
粋
な
形
式
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
道
具
的
理
性
に
抵
抗
し
異
議
申
し
立
て
を
す
る
あ
る
種
の
神
学
〔a dissenting theology

〕
を
保
持
し

て
い
る
、
と
い
う
こ
と
だ（

46
）。
ア
ド
ル
ノ
が
示
唆
す
る
〔
抵
抗
的
芸
術
に
お
け
る
〕
異
議
申
し
立
て
を
す
る
神
学
〔
の
遺
産
〕
と
い
う
表
現
で
ペ
コ
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ー
ラ
が
な
に
を
意
味
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
は
、
あ
く
ま
で
〔
主
流
派
〕
ユ
ダ
ヤ
＝
キ
リ
ス
ト
教
を
近
代
世
俗
主
義
の
主
要
な
文
脈
と
設
定
し
て

い
る
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
い
ま
ひ
と
つ
は
っ
き
り
し
な
い
。
か
れ
の
議
論
に
お
い
て
も
、
ま
た
テ
イ
ラ
ー
の
議
論
に
お
い
て
も
、〔
抵
抗
的
芸
術

が
孕
む
「
異
議
申
し
立
て
を
す
る
神
学
」
の
表
現
者
と
し
て
最
有
力
候
補
で
あ
る
は
ず
の
〕
さ
ま
ざ
ま
な
改
革
派
の
宗
教
運
動
や
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ

な
霊
性
の
開
拓
者
た
ち
〔alternative spiritualities

〕
が
居
場
所
を
見
い
だ
す
こ
と
は
な
い

―
と
い
う
の
も
、
こ
れ
ら
の
運
動
は
そ
ろ
い
も
そ

ろ
っ
て
、
芸
術
や
文
学
を
力
の
供
給
源
と
し
つ
つ
、
神
智
学
徒
ヘ
レ
ナ
・
ペ
ト
ロ
ヴ
ナ
・
ブ
ラ
ヴ
ァ
ツ
キ
ー
が
「
ド
グ
マ
的
キ
リ
ス
ト
教
」
と
呼
び

な
ら
わ
し
た
〔
主
流
派
〕
制
度
へ
の
対
抗
を
計
画
的
に
実
施
し
て
き
た
か
ら
だ
。〔
主
流
派
宗
教
の
枠
組
で
は
捉
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
〕
芸
術
に

先
導
さ
れ
た
各
種
の
異
他
的
宗
教
運
動
〔heterodoxies

〕
こ
そ
が
、
信
仰
の
も
つ
異
議
申
し
立
て
の
側
面
を
た
し
か
に
保
持
し
て
い
る
の
だ
。

　

宗
教
的
良
心
の
権
利
を
担
保
す
る
主
体
と
し
て
の
近
代
国
家
の
勃
興
は
、
私
的
な
信
仰
を
公
的
な
政
策
に
直
結
さ
せ
な
い
こ
と
を
保
証
す
る
強
力

な
国
家
〔
の
存
在
〕
に
依
存
し
て
い
る
世
俗
主
義
に
た
い
す
る
、
も
っ
と
も
持
続
的
な
批
判
を
生
み
だ
す
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

啓
蒙
的
理
性
の
源
泉
と
し
て
の
国
家
観
は
、
近
代
的
世
俗
主
義
と
信
仰
共
同
体
と
の
あ
い
だ
に
亀
裂
を
も
た
ら
し
、
長
期
的
な
視
野
で
〔
信
仰
の
〕

歴
史
を
と
ら
え
る
余
地
を
奪
っ
て
し
ま
っ
た

―
〔
た
と
え
ば
、〕
そ
の
長
い
歴
史
の
な
か
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
異
端
的
セ
ク
ト
〔heterodox sects

〕

が
、
主
流
派
宗
教
の
正
統
教
義
と
齟
齬
を
き
た
し
た
た
め
に
、「
世
界
宗
教
〔w

orld religions

〕」
形
成
過
程
に
お
い
て
吸
収
さ
れ
る
か
周
縁
化
さ

れ
る
か
の
憂
き
目
に
あ
っ
て
き
た
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
が
見
え
づ
ら
く
な
っ
た
。
信
仰
を
私
的
な
領
域
に
お
い
や
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
俗
主
義

的
世
界
観
は
、
こ
れ
ら
の
複
雑
な
プ
ロ
セ
ス
を
把
捉
で
き
る
よ
う
な
歴
史
的
意
識
を
、
は
か
ら
ず
も
閉
ざ
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
こ
う
し
て
世
俗
主

義
は
、
宗
教
と
対
峙
す
る
も
の
と
し
て
自
己
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
教
が
本
来
有
す
る
多
種
多
様
な
歴
史
を
均
質
化
し
て
し
ま
う
こ
と
に
貢

献
し
て
き
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
で
も
そ
の
多
様
性
は
、
世
俗
的
理
解
を
絶
妙
に
か
わ
し
つ
つ
そ
れ
と
は
は
っ
き
り
見
え
な
い
か
た
ち
で
、〔
現
代
社

会
に
〕
影
響
を
あ
た
え
続
け
て
い
る
。〔「
世
界
宗
教
」
の
リ
ゾ
ー
ム
的
な
言
説
形
成
史
を
分
析
し
た
〕
増
澤
知
子
は
こ
う
述
べ
て
い
る

―
「
複
雑

な
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
充
満
し
た
前
史
の
ゆ
え
に
、
世
界
宗
教
の
言
説
は
、
ひ
と
た
び
地
上
に
現
れ
る
や
、
判
然
と
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
密
か
な
意

味
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
〔an occult netw

ork of significance

〕
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
、
支
配
さ
れ
続
け
る
こ
と
に
な
っ
た
」（47
）。
増
澤
の
議
論
を

う
け
て
、
こ
う
言
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
主
流
派
の
諸
宗
教
は
、
そ
れ
ら
が
抑
圧
し
て
き
た
前
史
の
亡
霊
に
と
り
つ
か
れ
て
い
る
も
の
だ
が
、

そ
の
亡
霊
は
と
い
え
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
異
質
性
を
は
ら
む
〔heterogeneous

〕
宗
教
の
歴
史
を
平
ら
に
な
ら
す
世
俗
主
義
の
営
為

―
そ
れ
は
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「
世
界
宗
教
」
的
な
表
情
に
た
い
し
て
だ
け
手
を
振
っ
て
み
せ
る

―
の
お
か
げ
で
、
あ
る
程
度
は
祓
い
の
け
ら
れ
て
き
た
の
だ
、
と
。

　

脱
神
秘
化
の
原
動
力
と
み
な
さ
れ
る
世
俗
国
家（

48
）は
、
主
流
派
宗
教
の
外
部
に
位
置
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
理
解
す
る
す
べ

を
持
た
な
い
た
め
に
、
結
果
と
し
て
、
折
衷
的
で
異
質
的
な
〔eclectic, 

heterogeneous

〕
さ
ま
ざ
ま
な
信
仰
が
織
り
な
す
歴
史
の
記
憶
を
抑
圧

す
る
。
こ
れ
ら
諸
信
仰
の
記
憶
が
回
復
さ
れ
る
な
ら
ば
、
宗
教
内
部
に
お
け
る
エ
リ
ー
ト
的
表
現
形
態
と
民
衆
的
表
現
形
態
と
の
分
裂
を
示
す
こ
と

に
な
る
は
ず
で
、
そ
れ
は
宗
教
と
世
俗
と
の
あ
い
だ
に
よ
こ
た
わ
る
分
断
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
大
き
な
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
主

流
派
宗
教
の
外
部
に
こ
ぼ
れ
落
ち
る
さ
ま
ざ
ま
な
信
仰
の
歴
史
的
記
憶
を
周
縁
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
俗
主
義
の
論
理
は
、
支
配
的
ナ
ラ
テ
ィ

ヴ
と
民
衆
的
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
と
の
あ
い
だ
に
亀
裂
を
も
た
ら
し
、
支
配
的
な
る
も
の（

49
）の
理
念
の
も
と
に
国
家
と
正
統
宗
教
と
を
並
べ
て
包
含
す
る
こ

と
に
な
る
。
近
代
的
人
間
の
生
活
に
お
け
る
信
仰
の
役
割
を
過
小
評
価
す
る
世
俗
主
義
は
、
宗
教
に
か
ん
す
る
お
な
じ
み
の
語
彙
に
は
容
易
に
収
ま

り
き
ら
な
い
信
仰
が
形
成
す
る
他
の
秩
序
〔
教
団
〕
を
説
明
す
る
言
語
を
持
ち
得
な
い
。
こ
の
よ
う
な
言
語
の
不
在
に
あ
っ
て
、（
メ
イ
ポ
ー
ル
の

踊
り
や
夏
至
の
祭
り
と
い
っ
た
）
残
滓
的
な
民
間
の
〔
信
仰
〕
実
践
は
「
迷
信
」
の
名
の
も
と
に
異
教
的
属
性
を
付
与
さ
れ
大
衆
文
化
の
領
域
に
お

し
こ
ま
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
追
放
の
仕
方
は
、
正
統
的
宗
教
も
世
俗
社
会
も
な
ん
ら
か
わ
り
が
な
い
も
の
な
の
だ
。
こ
う
し
て
、
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ

な
霊
性
の
実
践
を
認
知
す
る
こ
と
に
お
け
る
無
能
力
と
い
う
点
で
〔
主
流
派
〕
宗
教
と
世
俗
主
義
は
足
並
み
を
揃
え
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
歩
調
が
う

ま
い
具
合
に
か
み
あ
う
の
は
、
宗
教
的
信
仰
の
合
成
写
真
に
う
ま
く
収
ま
る
よ
う
に
多
様
な
宗
教
の
歴
史
を
均
質
化
す
る
学
問
的
営
為
の
共
犯
が
あ

っ
て
こ
そ
な
の
で
あ
る
。

　

大
衆
文
化
が
、
異
教
の
残
滓
と
し
て
で
は
あ
れ
、
宗
教
的
な
論
争
や
論
点
を
保
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
変
則
的
な
こ
と
に
思
え
る
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
こ
そ
ま
さ
に
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
・
ネ
ル
ソ
ン（

50
）が
提
起
す
る
命
題
な
の
で
あ
る

―
Ｓ
Ｆ
、
映
画
、
パ
ル
プ
・
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
、
視
覚
芸
術
な
ど
の
読
解
を
通
じ
て
ネ
ル
ソ
ン
が
示
す
の
は
、
も
は
や
公
的
な
信
仰
の
形
態
と
し
て
の
表
現
の
場
を
失
っ
た
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ

ィ
の
多
種
多
様
な
側
面
が
、〔
大
衆
文
化
に
お
い
て
〕
超
自
然
的
な
る
も
の
〔supernatural

〕
に
よ
っ
て
コ
ー
ド
化
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と

だ
。
こ
れ
ら
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
な
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
や
異
他
的
な
信
条
〔heterodoxies
〕
は
、
世
俗
的
哲
学
と
正
統
的
宗
教
の
両
者
か
ら
等

し
く
無
視
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
そ
の
よ
う
な
無
視
の
態
度
が
、
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
な
信
仰
の
場
と
し
て
の
民
衆
的
な
る
も
の
〔the 

popular

〕

を
周
縁
化
す
る
こ
と
に
寄
与
し
て
い
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
失
わ
れ
た
福
音
書
〔『
ユ
ダ
の
福
音
書
』〕（51
）が
二
〇
〇
六
年
に
「
発
見
」
さ
れ
た
際
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註
に
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
瞬
時
に
示
し
た
拒
絶
反
応
を
思
い
出
し
て
み
る
と
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
発
見
に
た
い
す
る
教
会
の
本
能
的
な
反
応
は
、
キ
リ

ス
ト
教
の
公
定
的
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
は
い
か
な
る
理
由
が
あ
ろ
う
と
も
修
正
や
再
考
を
迫
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
も
の
だ
。
よ
り
寛
容
な

反
応
も
あ
る
に
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
と
て
も
主
張
の
本
質
に
大
差
は
な
く
、
こ
の
失
わ
れ
た
福
音
書
も
数
多
あ
る
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
の
ひ
と
つ
に
過
ぎ

ず
、
こ
れ
ら
対
抗
的
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
が
多
く
出
回
っ
て
い
た
こ
と
は
異
端
の
潜
勢
力
が
拡
散
し
て
薄
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
の
証
左
に
他
な
ら
な
い
の
で
、

〔
正
統
派
〕
キ
リ
ス
ト
教
は
あ
い
か
わ
ら
ず
あ
ら
ゆ
る
疑
義
に
た
い
し
て
無
傷
の
ま
ま
だ
、
と
い
う
わ
け
だ
。
み
ず
か
ら
が
キ
リ
ス
ト
教
の
正
真
正

銘
の
表
現
で
あ
る
と
し
て
〔
正
統
派
〕
教
会
が
自
己
を
確
立
す
る
の
に
た
い
し
て
、
宗
教
を
公
共
圏
の
外
部
に
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
宗
教
的
権
威
が

私
的
領
域
に
閉
じ
込
め
ら
れ
る
こ
と
を
も
と
め
る
世
俗
主
義
は
、
こ
れ
を
是
認
す
る
。
こ
の
手
打
ち
に
よ
っ
て
、
世
俗
主
義
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
に
は
、

キ
リ
ス
ト
教
の
権
威
へ
の
挑
戦
が
異
端
勢
力
内
か
ら
出
現
す
る
こ
と
を
読
み
解
く
能
力
が
失
わ
れ
て
い
る
の
だ
。

　

わ
た
し
は
、「
異
端
〔heterodoxy
〕」
こ
そ
が
〈
世
俗
的
な
る
も
の
〉
に
あ
た
え
ら
れ
る
べ
き
別
名
で
あ
る
、
と
言
い
た
い
わ
け
で
は
な
い
。

わ
た
し
が
提
案
し
た
い
の
は
、
異
他
的
知
〔heterodoxy

〕
の
枠
組
を
通
し
て
世
俗
主
義
を
思
考
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
俗
主
義
が
「
信
仰
」

と
い
う
見
出
し
の
下
で
十
把
一
絡
げ
に
し
て
し
ま
う
、
宗
教
史
の
う
ち
に
孕
ま
れ
る
不
協
和
音
を
呼
び
覚
ま
す
こ
と
な
の
だ
。
こ
の
エ
ッ
セ
イ
に
お

い
て
わ
た
し
が
試
み
た
か
っ
た
の
は
、
世
俗
主
義
を
理
解
す
る
う
え
で
決
定
的
に
重
要
な
、
世
界
の
諸
宗
教
に
内
在
す
る
異
端
＝
異
他
的
知
の
深
み

へ
と
探
針
を
垂
ら
す
こ
と
だ
っ
た
。
世
俗
主
義
を
、
そ
れ
自
身
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
か
ら
は
除
外
さ
れ
て
し
ま
っ
た
歴
史
を
通
し
て
眺
め
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
違
っ
た
理
解
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
蓋
を
さ
れ
た
歴
史
か
ら
、
世
俗
主
義
を
定
義
す
る
た
め
の
、
ど

の
よ
う
な
新
し
い
用
語
が
生
ま
れ
て
く
る
だ
ろ
う
か
。
異
端
＝
異
他
的
知
は
、
よ
り
包
括
的
な
世
俗
主
義
の
理
念
を
う
ち
た
て
る
モ
デ
ル
を
提
供
す

る
ほ
ど
ま
で
に
、
信
仰
の
堅
固
な
諸
文
化
に
た
い
す
る
抵
抗
力
を
有
す
る
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
問
い
か
け
が
、
世
俗
主
義
を
信
仰
と
理
性
と
の
あ

い
だ
に
生
じ
る
亀
裂
の
結
果
と
す
る
通
説
を
越
え
出
る
よ
う
な
、
新
た
な
世
俗
主
義
理
解
に
向
け
て
の
見
取
り
図
を
描
く
端
緒
と
な
る
こ
と
を
、
わ

た
し
は
期
待
し
て
い
る
。
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（
1
）
タ
イ
ト
ル
に
も
使
わ
れ
、
本
論
文
（
ひ
い
て
は
ヴ
ィ
シ
ュ
ワ
ナ
ー
タ
ン

の
最
近
の
仕
事
全
般
）
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
も
あ
るheterodoxy

と
い

う
単
語
は
、orthodoxy

（
正
統
）
の
対
義
語
と
し
て
、
通
常
「
異

端
」
と
訳
さ
れ
る
。
し
か
し
、
本
論
文
中
に
は
、
制
度
的
宗
教
（
主
流

派
教
会
）
か
ら
す
れ
ば
排
撃
の
対
象
と
な
る
べ
き
、
い
わ
ゆ
る
「
異

端
」
に
あ
た
る
単
語
と
し
てheresy

が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ

り
、
本
翻
訳
で
は
必
要
に
応
じ
て
、
や
や
ぎ
こ
ち
な
い
表
現
で
は
あ
る

が
、「
異
他
的
〔
知
・
思
想
〕」
をheterodoxy

（
お
よ
び
そ
の
変
化

形
）
に
あ
て
、
そ
の
つ
ど
原
語
を
併
記
す
る
こ
と
と
す
る
。
そ
も
そ
も

heterodoxy

と
は
、
東
方
・
西
方
両
教
会
に
お
い
て
、heresy

に
は

至
ら
な
い
ま
で
も
教
会
の
公
式
見
解
と
は
微
妙
に
異
な
る
思
考
や
行
為

（「
異
説
」）
を
指
し
、
排
撃
の
対
象
（
外
部
）
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ

訓
致
の
対
象
（
周
縁
）
で
あ
る
と
い
え
る
。
た
と
え
ば
、
原
始
教
会
組

織
内
の
規
律
粛
清
が
主
題
と
な
る
牧
会
書
簡
の
う
ち
「
テ
モ
テ
へ
の 

手
紙　

一
」
で
は
、
冒
頭
に
「
異
な
る
教
え
〔heterodidaskalein

〕」

へ
の
警
告
が
記
さ
れ
て
い
る
（
一
・
三
）
が
、
同
書
簡
末
尾
に
は
そ 

の
「
異
な
る
教
え
」
の
主
た
る
も
の
と
し
て
「
不
当
に
も
知
識

〔gnoseos

〕
と
呼
ば
れ
て
い
る
反
対
論
」（
六
・
二
〇
）
が
挙
げ
ら
れ

て
お
り
、
こ
れ
は
（
本
論
文
の
後
半
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
）
グ
ノ
ー
シ

ス
主
義
〔
の
原
初
形
態
〕
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
原
始
教

会
内
に
は
多
様
な
グ
ノ
ー
シ
ス
的
「
異
説
」
が
あ
り
、
い
わ
ば
競
合
し

つ
つ
訓
致
の
対
象
と
み
な
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
教
会
教
父
た
ち
に
よ

る
数
多
の
「
異
端
反
駁
」
が
現
れ
る
に
お
よ
び
外
部
に
排
除
さ
れ
て
い

く
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

本
論
文
の
筆
者
は
、heterodoxy

と
い
う
単
語
に
含
ま
れ
る
、
こ

の
「
内
部
に
お
け
る
〈
他
な
る
〔hetero

〕〉
声
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン

ス
を
重
視
し
、
制
度
的
宗
教
の
文
脈
の
み
な
ら
ず
、（「
ポ
ス
ト
宗
教
」

と
さ
れ
る
）「（
近
代
）
世
俗
主
義
」
の
文
脈
に
お
い
て
も
十
分
に
（
そ

れ
ど
こ
ろ
か
、
ま
す
ま
す
）
有
効
な
概
念
と
し
て
拡
大
適
用
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
拡
張
さ
れ
た
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
た
と

え
ば
「
世
俗
社
会
」
に
お
け
る
オ
カ
ル
ト
〔
的
な
る
も
の
〕
の
地
位
と

は
、「（
公
定
）
世
俗
主
義
」
と
い
う
新
た
なorthodoxy

の
内
部
に

あ
り
な
が
ら
均
質
化
〔hom

ogenization

〕
に
抵
抗
し
、
と
き
に
は

異
議
申
し
立
て
も
す
る
〔dissent ⊘ oppositional

〕
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ

ヴ
な
知
（
の
体
系
）
と
し
て
、
す
ぐ
れ
て
「
異
他
的
〔heterodox

〕」

で
あ
る
と
い
え
る
。

（
2
）A

sad, 
T

alal. 
Form

ations 
of 

the 
Secular: 

Christinanity, 
Islam

, M
odernity. Stanford: Stanford U

P, 2003.

（
邦
訳

：

タ
ラ

ル
・
ア
サ
ド
（
中
村
圭
志
訳
）『
世
俗
の
形
成

―
キ
リ
ス
ト
教
、
イ

ス
ラ
ム
教
、
近
代
』
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
六
年
）; Berger, Peter. 

T
he Sacred Canopy: E

lem
ents of a Sociological T

heory of 
R

eligion. 1967. N
ew

 Y
ork: A

nchor, 1990.

（
邦
訳

：

ピ
ー
タ

ー
・
Ｌ
・
バ
ー
ガ
ー
（
薗
田
稔
訳
）『
聖
な
る
天
蓋

―
神
聖
世
界
の

社
会
学
』
新
曜
社
、
一
九
七
九
年
）; Casanova, José. Public R

eli-
gion in the M

odern W
orld. Chicago: U

 of Chicago P, 1994.
（
邦
訳

：

ホ
セ
・
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
（
津
城
寛
文
訳
）『
近
代
世
界
の
公
共
宗

教
』
玉
川
大
学
出
版
部
、
一
九
九
七
年
）; Connolly, W

illiam
. W

hy 
I A

m
 N

ot a Secularist. M
inneapolis: U

 of M
innesota P, 1999; 

T
aylor, Charles. A

 Secular A
ge. Cam

bridge: H
arvard U

P, 
2007; W

ilson, Bryan R. R
eligion in Secular Society. London: 

註
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W
atts, 1966.

な
ど
を
参
照
。

（
3
）A

rnold, M
atthew

. Culture and A
narchy. 1869. Ed. John 

D
over W

ilson. Cam
bridge: Cam

bridge U
P, 1971

、
四
七
―
八

頁
。（
邦
訳

：

マ
シ
ュ
ー
・
ア
ー
ノ
ル
ド
（
多
田
英
次
訳
）『
教
養
と
無

秩
序
』
岩
波
文
庫
、
一
九
六
五
年
）

（
4
）V

isw
anathan, Gauri. M

asks of Conquest: Literary Study and 
British R

ule in India. N
ew

 Y
ork: Colum

bia U
P, 1989.

（
な
お
、

二
〇
一
四
年
に
、
新
た
な
「
ま
え
が
き
」
を
付
し
て
「
二
五
周
年
記
念

版
」
が
刊
行
さ
れ
た
。）

（
5
）
ウ
ィ
ル
ソ
ン
前
掲
書
参
照
。

（
6
）Gorski, 

Philip. 

“Historicizing 
the 

Secularization 
D

ebate: 
Church, State, and Society in Late M

edieval and Early M
od-

ern Europe, ca. 1300︲1700.

” A
m

erican Sociological R
eview

 
65.1 

（2000

）: 138︲67

、
一
三
九
頁
。

（
7
）T

hom
as, K

eith. R
eligion and the D

ecline of M
agic. N

ew
 

Y
ork: Scribnerʼs, 1971;

ゴ
ー
ス
キ
ー
前
掲
論
文; Styers, Randall. 

M
aking M

agic: R
eligion, M

agic, and Science in the M
odern 

W
orld. N

ew
 Y

ork: O
xford U

P, 2004

な
ど
を
参
照
。

（
8
）
“occultism

”に
は
「〔
近
代
〕
オ
カ
ル
テ
ィ
ズ
ム
」（
形
容
詞
の
場
合

は
「
オ
カ
ル
ト
的
」）、
“the 

occult

”に
は
「
オ
カ
ル
ト
〔
的
な
る
も

の
〕」
の
訳
語
を
あ
て
る
。
こ
の
区
分
け
は
、
ハ
ー
ネ
フ
ラ
ー
フ
の
議

論
に
従
っ
た
も
の
で
、
近
代
に
お
け
る
宗
教
的
世
界
観
と
科
学
的
世
界

観
の
対
質
の
な
か
か
ら
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
な
知
と
し
て
生
ま
れ
て
き
た

歴
史
的
運
動
を
「
オ
カ
ル
テ
ィ
ズ
ム
」
と
呼
び
、
従
来
の
素
朴
な
「
オ

カ
ル
ト
的
な
る
も
の
」
と
は
明
確
に
区
別
す
る
狙
い
が
あ
る
。

（
9
）O

w
en, A

lex. T
he Place of E

nchantm
ent: British O

ccultism
 

and the Culture of the M
odern. Chicago: U

 of Chicago P, 

2006.

（
10
）
同
書
、
一
四
八
―
一
八
五
頁
。

（
11
）
同
書
、
一
八
二
頁
。

（
12
）Frederic W

. H
. M

yers

（
一
八
四
三
―
一
九
〇
一
）
は
、
イ
ギ
リ
ス

の
詩
人
・
古
典
学
者
。「
心
霊
現
象
の
考
察
を
言
語
で
表
現
し
た
最
初

の
試
み
」（
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
）
を
行
っ
た
人
物
と
し
て
、

英
国
心
霊
研
究
の
黎
明
期
に
そ
の
名
を
留
め
る
。
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学

で
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
に
師
事
し
、
在
学
中
す
で
に
「
ゴ
ー
ス
ト
・
ソ
サ
イ

エ
テ
ィ
」
と
い
う
名
の
サ
ー
ク
ル
を
立
ち
上
げ
る
。
そ
の
後
、
恩
師
シ

ジ
ウ
ィ
ッ
ク
を
初
代
会
長
に
擁
す
る
心
霊
研
究
会
（
Ｓ
Ｐ
Ｒ
）
の
設
立

（
一
八
八
二
）
に
尽
力
し
、
そ
の
中
核
メ
ン
バ
ー
と
し
て
心
霊
研
究
に

精
力
的
に
と
り
く
む
。
な
か
で
も
マ
イ
ヤ
ー
ズ
が
エ
ド
マ
ン
ド
・
ガ
ー

ニ
ー
ら
と
と
も
に
編
纂
し
た
、「
テ
レ
パ
シ
ー
」（
マ
イ
ヤ
ー
ズ
の
造

語
）
現
象
な
ど
の
膨
大
な
事
例
を
収
集
し
た
二
巻
本
の
大
著
『
生
者
の

幻
像
』（
一
八
八
六
）
は
、
心
霊
研
究
会
に
よ
る
最
初
の
大
き
な
業
績

と
い
え
る
。
そ
の
後
、
み
ず
か
ら
も
一
九
〇
〇
年
に
会
長
職
に
つ
く
が
、

翌
年
他
界
。
死
後
出
版
の
『
人
間
個
性
と
そ
の
死
後
の
存
続
』（
一
九

〇
三
）
は
各
界
に
大
き
な
反
響
を
呼
び
、
そ
こ
で
展
開
し
た
「
潜
在
自

己
〔sublim

inal self

〕」
説
は
、
哲
学
や
心
理
学
の
世
界
に
少
な
か
ら

ぬ
影
響
を
与
え
た
。
な
お
、
日
本
で
は
、
斎
藤
勇
の
翻
訳
に
よ
り
長
編

詩
『
聖
パ
ウ
ロ
』
が
翻
訳
さ
れ
て
お
り
、
む
し
ろ
詩
人
と
し
て
早
く
か

ら
知
ら
れ
て
い
た
。

（
13
）
“sublim

inal 
m

ind

”は
通
常
「
潜
在
意
識
」
と
訳
さ
れ
る
が
、
後
出

の
「
潜
在
性
の
領
域
〔a 

virtual 
realm

〕」
と
区
別
す
る
た
め
に
そ

の
用
語
は
避
け
、
マ
イ
ヤ
ー
ズ
自
身
が
「
通
常
の
閾
〔threshold

＝

lim
en

〕
の
下
で
生
起
す
る
あ
ら
ゆ
る
物
事
」
を
含
む
と
定
義
し
て
い

る
こ
と
も
ふ
ま
え
、「
閾
下
意
識
」
と
訳
す
。（
な
お
、
マ
イ
ヤ
ー
ズ
は
、
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“unconscious

”や
“subconscious

”よ
り
も
“sublim

inal

”の
ほ
う

が
用
語
と
し
て
適
切
で
あ
る
と
強
く
主
張
し
て
い
た
。）

（
14
）
オ
ー
ウ
ェ
ン
に
よ
る
と
、「
意
志
的
想
像
力
〔w

illed im
agination

〕」

と
は
（
黄
金
の
夜
明
け
団
な
ど
の
特
徴
で
あ
る
）
オ
カ
ル
ト
的
概
念
で
、

修
練
を
通
じ
て
想
像
力
を
自
分
の
意
志
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、

「
ド
リ
ー
ム
・
ワ
ー
ル
ド
」
を
自
由
に
旅
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
を

も
た
ら
す
も
の
を
い
う
。
マ
イ
ヤ
ー
ズ
晩
年
の
夢
研
究
も
ま
さ
に
同
様

の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
到
達
し
て
お
り
、
も
し
も
そ
こ
で
マ
イ
ヤ
ー
ズ
に
オ

カ
ル
ト
的
用
語
を
借
用
す
る
気
さ
え
あ
れ
ば
、
か
れ
の
研
究
も
完
成
を

み
た
こ
と
だ
ろ
う
、
と
オ
ー
ウ
ェ
ン
は
言
う
。
一
方
で
、
マ
イ
ヤ
ー
ズ

の
「
心
理
学
的
」
用
語
（
“sublim

inal
”な
ど
）
は
、
す
ぐ
さ
ま
オ
カ

ル
ト
用
語
と
し
て
転
用
さ
れ
、
オ
カ
ル
ト
運
動
の
な
か
で
独
自
の
発
展

を
見
る
こ
と
と
な
る
。

（
15
）
オ
ー
ウ
ェ
ン
前
掲
書
、
一
八
二
頁
。

（
16
）M

yers, Frederic W
. H

. H
um

an Personality and Its Survival 
of Bodily D

eath. V
ol. 1. London: Longm

ans, 1903. 2  vols

、
二

〇
頁
。

（
17
）
黄
金
の
夜
明
け
団
〔H

erm
etic O

rder of the Golden D
aw

n
〕
は
、

英
国
薔
薇
十
字
会
会
員
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ウ
ィ
ン
・
ウ
ェ
ス
ト
コ
ッ
ト
、

マ
グ
レ
ガ
ー
・
マ
ザ
ー
ズ
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ロ
バ
ー
ト
・
ウ
ッ
ド
マ
ン

に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
、
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
前
半
に
か
け
て
大

き
な
勢
力
を
誇
っ
た
秘
密
結
社
。
カ
バ
ラ
を
中
心
と
し
て
多
様
な
秘
教

的
・
魔
術
的
要
素
を
取
り
入
れ
た
象
徴
や
儀
式
を
洗
練
さ
せ
、
独
自
の

位
階
制
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
一
時
的
に
大
き
な
成
功
を
お
さ
め
た

た
め
、
二
〇
世
紀
の
後
続
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
オ
カ
ル
ト
運
動
に
多
大
な

影
響
を
あ
た
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
バ
ト
ラ
ー
・
イ
ェ

イ
ツ
や
ア
ー
サ
ー
・
コ
ナ
ン
・
ド
イ
ル
が
会
員
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら

れ
て
い
る
。

（
18
）K

ing, K
aren. W

hat Is G
nosticism

? Cam
bridge: H

arvard U
P, 

2003

、
七
頁
。

（
19
）
カ
レ
ン
・
キ
ン
グ
（
前
掲
書
、
一
一
頁
）
が
、
ハ
ン
ス
・
ヨ
ナ
ス
の
グ

ノ
ー
シ
ス
論
を
紹
介
す
る
際
に
用
い
た
表
現
。
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
を
、

原
始
キ
リ
ス
ト
教
が
「
汚
染
」
さ
れ
た
結
果
生
ま
れ
た
亜
種
と
捉
え
る

見
方
に
た
い
し
て
、
ヨ
ナ
ス
は
、
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
と
は
「
人
間
存
在

の
疎
外
と
い
う
実
存
的
経
験
」
か
ら
生
じ
る
普
遍
的
思
想
で
あ
り
、
特

定
の
歴
史
的
状
況
に
還
元
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
し
、
グ
ノ
ー
シ
ス

研
究
に
一
大
画
期
を
も
た
ら
し
た
。
ハ
ン
ス
・
ヨ
ナ
ス
（
秋
山
さ
と

子
・
入
江
良
平
訳
）『
グ
ノ
ー
シ
ス
の
宗
教

：

異
邦
の
神
の
福
音
と
キ

リ
ス
ト
教
の
端
緒
』（
人
文
書
院
、
一
九
八
六
）
な
ど
を
参
照
。

（
20
）
以
下
の
議
論
に
お
け
る
筆
者
の
引
用
は
す
べ
て
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
最
晩
年

の
仕
事
で
あ
る
『
世
界
宗
教
の
経
済
倫
理
』
の
中
間
報
告
「
宗
教
的
現

世
拒
否
の
段
階
と
方
向
に
関
す
る
理
論
」
か
ら
と
ら
れ
て
い
る
が
、
む

し
ろ
「
知
識
人
」
を
め
ぐ
る
こ
こ
で
の
議
論
を
よ
く
要
約
す
る
一
節
が

同
「
序
論
」
に
あ
る
の
で
、
参
考
ま
で
に
引
用
し
て
お
く

―
「
救
い

と
い
う
こ
と
に
、
困
窮
、
飢
餓
、
旱
魃
、
病
気
、
そ
し
て

―
最
後
に

―
苦
難
と
死
と
い
っ
た
も
の
か
ら
の
解
放
を
す
べ
て
こ
め
て
考
え
る

と
す
れ
ば
、
救
い
と
い
う
観
念
の
始
ま
り
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
お
そ

ろ
し
く
古
い
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
救
い
の
理
念
は
、
組
織
的
か
つ
合
理

化
さ
れ
た
『
世
界
像
』
と
そ
れ
に
対
す
る
態
度
を
表
現
す
る
も
の
と
な

っ
た
と
き
、
は
じ
め
て
独
自
的
な
意
義
〔Bedeutung

〕
を
獲
得
す
る

に
い
た
っ
た
。﹇
…
…
﹈
が
、
と
も
か
く
そ
の
背
後
に
は
、
つ
ね
に
現

実
の
組
立
て
が
全
体
と
し
て
は
な
ん
ら
か
の
意
味
あ
る
〔sinnvoll

〕

『
秩コ
ス
モ
ス

序
界
』
で
あ
り
、
ま
た
あ
り
う
る
し
、
さ
ら
に
あ
ら
ね
ば
な
ら
な

い
と
い
う
要
求
が
秘
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
本
来
の
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宗
教
的
合
理
主
義

0

0

0

0

0

0

0

の
中
心
的
所
産
で
あ
る
こ
う
し
た
要
求
は
、
徹
頭
徹

尾
、
知
識
人
層
〔Intellektuellenschichten

〕
を
担
い
手
と
し
て
い

た
。
こ
う
し
た
形
而
上
学
的
要
求
の
た
ど
っ
た
道
と
そ
の
成
果
、
ま
た

そ
の
影
響
の
程
度
は
、
き
わ
め
て
多
種
多
様
で
あ
っ
た
」（
大
塚
久

雄
・
生
松
敬
三
訳
『
宗
教
社
会
学
論
選
』（
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
一
）、

五
七
―
五
九
頁
）。
以
下
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
「
中
間
報
告
」
か
ら
の
引
用

は
す
べ
て
大
塚
・
生
松
訳
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
が
、
筆
者
が
使
用
し

て
い
る
英
訳
と
の
か
か
わ
り
で
必
要
な
変
更
は
適
宜
行
う
。
な
お
、

「
中
間
考
察
」
の
意
義
お
よ
び
そ
の
三
つ
の
異
稿
に
つ
い
て
は
、
ヴ
ォ

ル
フ
ガ
ン
グ
・
シ
ュ
ル
フ
タ
ー
（
米
沢
和
彦
・
嘉
目
克
彦
訳
）『
現
世

支
配
の
合
理
主
義　

マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
研
究
』（
未
来
社
、
一

九
八
四
）
の
第
一
章
「
合
理
化
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
注
一
が
参
考
に
な

る
。

（
21
）
原
文
で
は
「
価
値
〔value

〕」
と
な
っ
て
い
る
が
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
議

論
に
即
す
な
ら
ば
、
こ
こ
は
「
意
味
〔Sinn

〕」
の
方
が
適
切
か
と
思

わ
れ
る
の
で
、
訳
者
の
判
断
で
変
更
し
た
。「
中
間
報
告
」
の
以
下
の

く
だ
り
を
参
照

―
「
現
世
は
不
完
全
、
不
正
、
苦
難
、
罪
、
無
常
、

そ
し
て
、
必
然
的
に
罪
責
を
負
っ
て
い
て
展
開
と
分
化
が
進
む
に
つ
れ

て
ま
す
ま
す
無
意
味
化
し
て
い
く
ほ
か
な
い
文
化
、
そ
う
し
た
も
の
に

み
ち
み
ち
た
場
所
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
の
う
ち
ど
の
点

で
裁
か
れ
る
に
し
て
も
、
純
倫
理
的
な
観
点
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
そ
の

存
在
に
神
的
な
「
意
味
」〔Sinn

〕
を
求
め
よ
う
と
す
る
よ
う
な
宗
教

の
要
請
に
対
し
て
は
、
破
壊
さ
れ
て
無
価
値
に
ひ
と
し
い
姿
を
示
す
こ

と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
現
世
の
価
値
喪
失
〔Ent-

w
ertung

〕
は
、
合
理
的
な
要
求
と
現
実
と
の
、
ま
た
合
理
的
な
倫
理

と
一
部
合
理
的
で
一
部
非
合
理
的
な
諸
価
値
と
の
衝
突
の
結
果
で
あ
り
、

し
か
も
こ
の
衝
突
は
、
現
世
に
姿
を
現
わ
し
て
く
る
す
べ
て
の
個
別
諸

領
域
の
独
自
な
特
性
を
そ
れ
ぞ
れ
に
き
わ
立
た
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
ま

す
ま
す
激
化
し
、
ま
た
解
決
不
可
能
な
も
の
と
な
っ
て
い
く
。
そ
し
て
、

こ
う
し
た
現
世
の
価
値
喪
失
に
対
応
し
て
〔
い
よ
い
よ
〕「
救
い
」
の

欲
求
が
現
わ
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
次
の
よ
う

な
仕
方
で
進
行
し
た
。
現
世
の
「
意
味
」〔Sinn

〕
に
関
す
る
思
索
が

組
織
的
と
な
り
、
現
世
の
外
的
な
組
織
が
合
理
化
さ
れ
、
ま
た
そ
の
非

合
理
的
内
容
の
自
覚
的
体
験
が
昇
華
さ
れ
た
も
の
と
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、

宗
教
的
な
る
も
の
の
独
自
な
内
容
は
、
そ
れ
と
ま
っ
た
く
並
行
し
て
、

ま
す
ま
す
非
現
実
的
な
性
質
を
お
び
、
あ
ら
ゆ
る
生
の
形
あ
る
も
の
と

は
お
よ
そ
無
縁
な
も
の
に
な
り
は
じ
め
る
」（
大
塚
・
生
松
訳
前
掲
書
、

一
五
九
頁
）。

（
22
）Gauchet, M

arcel. T
he D

isenchantm
ent of the W

orld: A
 

Political H
istory of R

eligion. T
rans. O

scar Burge. Princeton: 
Princeton U

P, 1997

、
四
九
頁
。

（
23
）
“worldliness

”と
は
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
Ｗ
・
サ
イ
ー
ド
が
自
ら
の
批

評
的
営
為
に
お
い
て
鍵
概
念
と
位
置
づ
け
る
も
の
で
、「
世
俗
性
」「
世

界
内
存
在
」
な
ど
と
も
訳
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
大
橋
洋
一
に
よ
る
訳

語
「
世
俗
世
界
性
」
を
採
用
す
る
。
こ
の
訳
語
に
関
し
て
は
、
ビ
ル
・

ア
シ
ュ
ク
ロ
フ
ト
、
パ
ル
・
ア
ル
ワ
リ
ア
（
大
橋
洋
一
訳
）『
エ
ド
ワ

ー
ド
・
サ
イ
ー
ド
』（
青
土
社
、
二
〇
〇
五
）
訳
注
三
（
二
五
―
六
頁
）

の
訳
者
に
よ
る
解
説
を
参
照
。
な
お
、
ヴ
ィ
シ
ュ
ワ
ナ
ー
タ
ン
が
恩
師

サ
イ
ー
ド
の
「
世
俗
批
評
」
を
批
判
的
に
継
承
し
「
宗
教
」
に
よ
っ
て

代
補
す
る
こ
と
の
画
期
的
な
意
義
に
つ
い
て
は
、
三
原
芳
秋
「
世
俗
批

評
と
オ
カ
ル
ト
宗
教
」（『W

eb

英
語
青
年
』（
研
究
社
）
第
一
五
五
巻

第
三
号
（
二
〇
〇
九
年
六
月
）、
二
―
四
頁
）、
お
よ
び
、
ゴ
ウ
リ
・
ヴ

ィ
シ
ュ
ワ
ナ
ー
タ
ン
（
三
原
芳
秋
訳
）「
否
認
の
原
理
（
上
）」（『
み
す

ず
』
五
七
六
号
（
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
）、
八
―
二
二
頁
）
を
参
照
。
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（
24
）
ヴ
ェ
ー
バ
ー
（
大
塚
・
生
松
訳
）
前
掲
書
、
一
五
三
頁
。

（
25
）D

uring, Sim
on. 

“Literary Subjectivity.

” A
R

IE
L

: A
 R

eview
 

of International E
nglish Literature. 31.1︲2 

（2000

）: 33︲50

、
四

五
頁
。

（
26
）
“a structure of reference and intertextuality

”。
恩
師
サ
イ
ー

ド
が
し
ば
し
ば
用
い
た
“structure of attitude and reference

”を

受
け
た
表
現
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
サ
イ
ー
ド
の
表
現
自
体
、
レ
イ

モ
ン
ド
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
「
感
情
の
構
造
」（
“structure of feel-

ing

”）
を
発
展
的
に
継
承
し
た
も
の
だ
と
い
え
る
。

（
27
）
ヴ
ェ
ー
バ
ー
（
大
塚
・
生
松
訳
）
前
掲
書
、
一
四
八
―
九
頁
。

（
28
）
同
書
、
一
五
〇
頁
。

（
29
）V

isw
anathan, Gauri. O

utside the Fold: Conversion, M
oder-

nity, and Belief. Princeton: Princeton U
P, 1998.

（
30
）
ヴ
ェ
ー
バ
ー
（
大
塚
・
生
松
訳
）
前
掲
書
、
一
五
一
頁
。

（
31
）
筆
者
の
指
示
す
る
箇
所
に
こ
の
表
現
は
見
当
た
ら
な
い
の
だ
が
、
同
論

文
の
一
節
を
参
考
ま
で
に
訳
出
し
て
お
く

―
「〔
ピ
ー
タ
ー
・
ケ
ア

リ
ー
の
『
オ
ス
カ
ー
と
ル
シ
ン
ダ
』
は
、〕
自
分
が
属
す
る
〔
小
説
と

い
う
〕
制
度
の
歴
史
や
主
体
性
に
コ
ミ
ッ
ト
し
な
い
の
み
な
ら
ず
、
故

意
に
そ
れ
ら
を
払
い
の
け
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
は
、
特
定
の
コ
ミ
ッ
ト

メ
ン
ト
や
知
識
を
有
す
る
い
か
な
る
読
者
に
も
向
け
ら
れ
て
は
い
な
い
。

﹇
…
…
﹈
し
か
し
、
逆
説
的
な
こ
と
に
、
人
文
主
義
的
・
純
文
学
的
な

倫
理
観
や
文
学
的
劣
等
性
と
い
っ
た
も
の
に
と
っ
て
代
わ
る
〔
ギ
ャ
ン

ブ
ル
の
〕
運
や
驚
異
と
い
っ
た
も
の
の
諸
価
値
は
、
そ
れ
ら
が
い
か
な

る
制
度
的
な
基
盤
を
も
指
し
示
さ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
、
ま

す
ま
す
文
学
的
に
な
る
の
だ
」（
デ
ュ
ア
リ
ン
グ
前
掲
論
文
、
四
五
頁
）。

（
32
）Carlson, M

aria. 

“No R
eligion H

igher T
han T

ruth

”: A
 H

is-
tory of the T

heosophical M
ovem

ent in R
ussia, 1875︲1922. 

Princeton: Princeton U
P, 1993

、
一
八
八
頁
に
引
用
。

（
33
）Blavatsky, H

elena Petrovna. A
 Land of M

ystery. 1880. Ban-
galore: T

heosophy, 1982; Besant, A
nnie. A

ncient W
isdom

. 
1897. M

adras: T
heosophical, 1939; Sinnett, A

lfred P. T
he 

M
ahatm

a Letters to A
. P. Sinnett: From

 the M
ahatm

as M
. 

and K
. H

. Ed. A
. T

. Barker. 1923. M
adras: T

heosophical, 
1979.

（
34
）
ゴ
ー
ス
キ
ー
前
掲
論
文
、
一
三
九
頁
。

（
35
）H

anegraaff, W
outer. N

ew
 A

ge R
eligion and W

estern Cul-
ture: E

sotericism
 in the M

irror of Secular T
hought. Leiden: 

Brill, 
1996

、
四
〇
七
頁
。
な
お
、
本
書
に
お
け
る
ハ
ー
ネ
フ
ラ
ー
フ

の
議
論
に
つ
い
て
は
、
進
藤
英
樹
「
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
と
エ
ソ
テ
リ
シ
ズ

ム

―
ハ
ー
ネ
フ
ラ
ー
フ
の
『
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
宗
教
と
西
洋
文
化
』

（
一
）〜（
五
）」『
帝
京
大
学
外
国
語
外
国
文
学
論
集
』
一
五
（
二
〇
〇

八
）〜
一
九
（
二
〇
一
二
）
を
参
照
。

（
36
）
こ
こ
で
「
必
要
不
可
欠
な
刺
激
」
と
訳
し
た
“a vital im

pulse

”は
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
“élan 

vital

”の
英
訳
と
し
て
当
初
用
い
ら
れ
て
い
た

表
現
で
も
あ
る
。

（
37
）Pecora, 

V
incent. 

Secularization 
and 

Cultural 
Criticism

: 
R

eligion, N
ation, and M

odernity. Chicago: U
 of Chicago P, 

2004

、
二
三
頁
。

（
38
）
カ
ー
ル
・
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
（
信
太
正
三
ほ
か
訳
）『
世
界
史
と
救
済
史

―
歴
史
哲
学
の
神
学
的
前
提
』
創
文
社
、
一
九
六
四
年
。
ハ
ン
ス
・

ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
（
斎
藤
義
彦
訳
）『
近
代
の
正
統
性

―
世
俗
化

と
自
己
主
張
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
八
年
。

（
39
）
ペ
コ
ー
ラ
前
掲
書
、
五
十
三
頁
。

（
40
）T

aylor, Charles. 
“Closed W

orld Structures.

” R
eligion after 
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M
etaphysics. Ed. M

ark A
. W

rathall. Cam
bridge: Cam

bridge 
U

P, 2003

、
五
八
頁
。
な
お
、
テ
イ
ラ
ー
の
「
護
教
論
」
的
歴
史
観
の

根
拠
お
よ
び
射
程
に
つ
い
て
は
、
坪
光
生
雄
「
世
俗
の
時
代
の
「
護
教

論
」：

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
の
神
学
的
な
歴
史
」（『
一
橋
社
会
科

学
』
第
6
巻
（
二
〇
一
四
））
を
参
照
。

（
41
）
ケ
ノ
ー
シ
ス
、
す
な
わ
ち
、
神
が
そ
の
神
性
を
無
化
す
る
こ
と
に
よ
り

地
上
世
界
に
降
り
立
っ
た
〔
＝
「
人
の
子
」
イ
エ
ス
に
受
肉
し
た
〕
の

を
起
点
と
し
て
、
そ
の
行
為
を
範
例
と
す
る
か
た
ち
で
歴
史
や
伝
統
は

い
ま
も
な
お
進
行
中
で
あ
る
、
と
す
る
見
方
（Caputo, John D

. and 
Gianni V

attim
o. A

fter the D
eath of G

od. Ed. Jeffrey W
. Rob-

bins. N
ew

 Y
ork: Colum

bia U
P, 2007

、
七
四
頁
）。

（
42
）
テ
イ
ラ
ー
前
掲
論
文
、
五
八
頁
。

（
43
）
同
論
文
、
六
四
頁
。

（
44
）
ペ
コ
ー
ラ
前
掲
書
、
二
〇
頁
。

（
45
）
同
書
、
二
〇
頁
。

（
46
）
ペ
コ
ー
ラ
自
身
も
、
ペ
コ
ー
ラ
が
引
用
す
る
ア
ド
ル
ノ
も
、
管
見
の
限

り
、
こ
の
「
異
議
申
し
立
て
を
す
る
神
学
〔a 

dissenting 
theol-

ogy

〕」
と
い
う
表
現
は
使
っ
て
い
な
い
。
ペ
コ
ー
ラ
が
ア
ド
ル
ノ
読

解
を
通
し
て
示
し
て
い
る
の
は
、
道
具
的
理
性
が
全
面
化
し
て
い
る
近

代
社
会
へ
の
「
異
議
申
し
立
て
」
を
行
う
〔
抵
抗
的
〕
芸
術
は
、
世
俗

的
営
為
で
あ
る
以
上
「
意
識
の
上
」
で
は
「
魔
術
的
で
ア
ウ
ラ
的
、
す

な
わ
ち
、
宗
教
的
な
る
も
の
」
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
の
だ
が
、「
無

意
識
的
」
に
は
〔
ア
ド
ル
ノ
の
言
う
〕
芸
術
作
品
の
「
魔
力
〔spell

〕」

を
よ
り
純
化
・
強
化
さ
れ
た
か
た
ち
で
保
持
し
て
い
る
（
同
書
、
一
九

―
二
〇
頁
）、
と
い
う
逆
説
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
の
「
宗
教
的
な
る
も

の
」
は
、「
神
学
」
と
い
う
な
ん
ら
か
の
体
系
を
暗
示
す
る
表
現
よ
り

は
、
む
し
ろ
、
一
つ
前
の
引
用
に
あ
る
「
宗
教
伝
統
の
う
ち
に
あ
る
想

像
力
の
原
基
〔im
aginative 

rudim
ents

〕」
と
い
う
表
現
の
ほ
う
が

文
脈
理
解
の
た
め
に
は
適
切
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
う
え
で
、

ま
さ
に
芸
術
や
文
学
に
特
化
し
て
〈（
宗
教
的
）
想
像
力
〉
の
実
験
を

い
か
ん
な
く
執
り
行
っ
て
き
た
「
宗
教
伝
統
」
と
し
て
「
改
革
派
の
宗

教
運
動
や
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
な
霊
性
の
開
拓
者
た
ち
」
が
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
ア
ド
ル
ノ
＝
ペ
コ
ー
ラ
は
〔
主
流
派
〕
ユ
ダ
ヤ
＝
キ
リ
ス

ト
教
の
枠
組
で
の
み
思
考
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
議
論
が
向
か
う
べ
き

真
の
対
象
＝
目
的
が
「
い
ま
ひ
と
つ
は
っ
き
り
し
な
い
」
の
で
あ
る
。

（
47
）
増
澤
知
子
（
秋
山
淑
子
、
中
村
圭
志
訳
）『
世
界
宗
教
の
発
明

―
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
普
遍
主
義
と
多
元
主
義
の
言
説
』（
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一

五
）、
三
一
頁
。

（
48
）Bayly, C. A

. T
he Birth of the M

odern W
orld, 1780︲1914. 

O
xford: Blakcw

ell, 2004

、
三
六
二
頁
。

（
49
）
こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
支
配
的
〔dom

inant

〕」
と
い
う
用
語
は
、

数
行
後
に
出
て
く
る
「
残
滓
的
〔residual

〕」
と
と
も
に
、
レ
イ
モ

ン
ド
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
も
の
。

（
50
）N

elson, V
ictoria. T

he Secret Life of Puppets. Cam
bridge: 

H
arvard U

P, 2001.

（
51
）『
ユ
ダ
の
福
音
書
』
は
、
二
〇
〇
四
年
に
世
界
有
数
の
コ
プ
ト
語
学
者

ロ
ド
ル
フ
・
カ
ッ
セ
ル
（
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
大
学
）
に
よ
っ
て
そ
の
存
在
が

公
表
さ
れ
、
二
〇
〇
六
年
に
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ジ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
協
会

に
よ
っ
て
公
開
さ
れ
た
コ
プ
ト
語
写
本
（
ロ
ド
ル
フ
・
カ
ッ
セ
ル
ほ
か

編
『
原
典　

ユ
ダ
の
福
音
書
』
日
経
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ジ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ッ

ク
社
、
二
〇
〇
六
年
）
で
、
一
九
七
〇
年
代
に
中
部
エ
ジ
プ
ト
で
盗
掘

さ
れ
た
墓
の
な
か
か
ら
見
つ
か
っ
た
「
チ
ャ
コ
ス
写
本
」
の
一
部
を
な

す
。
ユ
ダ
に
よ
る
イ
エ
ス
の
「
裏
切
り
」
が
、
実
は
イ
エ
ス
自
身
に
よ

っ
て
教
唆
さ
れ
た
「
裏
切
り
の
秘
義
」
の
成
就
で
あ
っ
た
と
さ
れ
、
ユ
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ダ
は
「
反
逆
者
」
ど
こ
ろ
か
、
イ
エ
ス
の
信
頼
を
一
身
に
う
け
真
の
知

識
（「
王
国
の
秘
義
」）
を
授
け
ら
れ
た
唯
一
の
弟
子
と
し
て
描
か
れ
る
。

発
掘
さ
れ
た
写
本
は
、
二
世
紀
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
グ
ノ
ー
シ
ス
系
の

異
端
書
の
コ
プ
ト
語
訳
と
み
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
上
記
ナ
シ
ョ
ナ

ル
・
ジ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
版
以
外
の
邦
訳
と
し
て
は
、
日
本
に
お
け
る

グ
ノ
ー
シ
ス
研
究
の
泰
斗
・
荒
井
献
が
コ
プ
ト
語
原
典
か
ら
直
接
訳
し

た
も
の
（
荒
井
献
、
大
貫
隆
編
訳
『
グ
ノ
ー
シ
ス
の
変
容

：

ナ
グ
・
ハ

マ
デ
ィ
文
書
・
チ
ャ
コ
ス
文
書
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
〇
年
、
所
収
）

お
よ
び
、
本
論
文
で
も
著
書
が
参
照
さ
れ
て
い
る
北
米
の
宗
教
学
者
カ

レ
ン
・
Ｌ
・
キ
ン
グ
（
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
）
に
よ
る
原
典
か
ら
の
英
訳

を
孫
訳
し
た
も
の
（
エ
レ
ー
ヌ
・
ペ
イ
ゲ
ル
ス
、
カ
レ
ン
・
Ｌ
・
キ
ン

グ
（
山
形
孝
夫
、
新
免
貢
訳
）『『
ユ
ダ
の
福
音
書
』
の
謎
を
解
く
』
河

出
書
房
新
社
、
二
〇
一
三
年
、
所
収
）
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
詳
細
な
学

術
的
注
釈
と
啓
発
的
な
解
説
が
つ
い
て
い
る
。

　
　
　

ま
た
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
反
応
に
か
ん
し
て
で
あ
る
が
、『
ダ
・

ヴ
ィ
ン
チ
・
コ
ー
ド
』
映
画
版
の
封
切
り
に
合
わ
せ
た
と
も
言
わ
れ
る

本
書
出
版
に
ま
つ
わ
る
（「
二
〇
〇
六
年
の
イ
ー
ス
タ
ー
の
狂
騒
」
と

揶
揄
さ
れ
る
）
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

の
実
態
に
つ
い
て
は
さ
て
お
き
、「
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
平

静
さ
を
保
ち
、
そ
の
伝
統
的
立
場
を
再
度
主
張
し
、
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
を
煽
る
人
々
に
都
合
が
良
い
だ
け
の
議
論
に
、
ど
う
い
う
形
で

あ
れ
引
き
ず
り
込
ま
れ
る
の
を
拒
否
し
た
」（
Ｊ
・
Ｍ
・
ロ
ビ
ン
ソ
ン

（
戸
田
聡
訳
）『
ユ
ダ
の
秘
密　
「
裏
切
り
者
」
と
そ
の
「
福
音
書
」
を

め
ぐ
る
真
実
』
教
文
館
、
二
〇
〇
七
年
、
三
〇
九
頁
）
と
い
う
有
識
者

の
発
言
も
あ
る
の
で
、
本
論
文
の
「
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
瞬
時
に
示
し

た
拒
絶
反
応
」
と
い
う
表
現
は
少
々
お
お
げ
さ
か
も
し
れ
な
い
。
む
し

ろ
、
予
期
し
て
い
た
事
態
に
た
い
し
て
予
定
通
り
の
無
視
を
決
め
こ
ん

だ
、
と
い
う
あ
た
り
で
あ
ろ
う
。

 

（
ゴ
ウ
リ
・
ヴ
ィ
シ
ュ
ワ
ナ
ー
タ
ン
／
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
教
授
）

 

（
み
は
ら　

よ
し
あ
き
／
言
語
社
会
研
究
科
准
教
授
）


