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一
、
は
じ
め
に

　
本
稿
が
主
題
と
す
る
の
は
、
ア
メ
リ
カ
の
宗
教
社
会
学
者
ロ
バ
ー
ト
・
ベ
ラ
ー
の
著
作
、『
人
間
進
化
に
お
け
る
宗
教
』（
二
〇
一
一
年
）
で
あ

る
（
１
）

。
近
世
日
本
の
宗
教
倫
理
と
近
代
化
と
の
関
連
を
論
じ
た
『
徳
川
時
代
の
宗
教
』（
一
九
五
九
年
）
に
よ
り
、
日
本
研
究
の
分
野
で
い
ち
早
く

そ
の
名
を
知
ら
れ
た
ベ
ラ
ー
で
あ
る
が
、
社
会
学
の
分
野
で
は
、
一
九
六
七
年
の
論
文
「
ア
メ
リ
カ
の
市
民
宗
教
」
に
は
じ
ま
る
一
連
の
現
代
ア

メ
リ
カ
文
化
論
に
よ
っ
て
注
目
を
集
め
る
こ
と
に
な
っ
た

（
２
）

。
そ
の
後
、
現
代
ア
メ
リ
カ
の
価
値
観
を
分
析
し
た
共
著『
心
の
習
慣
』（
一
九
八
五
年
）

や
そ
の
続
篇
『
善
い
社
会
』（
一
九
九
一
年
）
が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
し
て
広
い
読
者
を
獲
得
す
る
と
、
現
代
ア
メ
リ
カ
を
代
表
す
る
知
識
人
の
ひ

と
り
に
数
え
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
。
二
〇
一
三
年
、
八
十
六
歳
で
没
し
た
彼
に
と
っ
て
、『
人
間
進
化
に
お
け
る
宗
教
』
は
最
後
の
単
著
と
な
っ
た
。

　
長
い
間
現
代
ア
メ
リ
カ
社
会
を
主
要
な
研
究
テ
ー
マ
と
し
て
き
た
ベ
ラ
ー
で
あ
っ
た
が
、
宗
教
の
進
化
と
い
う
主
題
に
関
し
て
は
、
一
九
六
四

年
に
「
宗
教
的
進
化
」
と
い
う
論
文
を
著
し
て
い
る

（
３
）

。
そ
れ
か
ら
半
世
紀
近
く
の
「
間
」
を
経
て
、
進
化
と
い
う
主
題
を
再
び
取
り
上
げ
た
の
が

こ
の
『
人
間
進
化
に
お
け
る
宗
教
』
と
い
う
著
作
で
あ
る
。
執
筆
に
十
三
年
以
上
を
か
け
た
と
い
う
こ
の
著
作
は
七
百
ペ
ー
ジ
を
超
え
、
四
十
七

年
前
の
論
文
の
五
十
倍
近
い
分
量
に
な
っ
て
い
る
。
宗
教
史
的
な
考
察
に
か
ぎ
っ
て
も
、
時
代
・
地
域
と
も
広
範
囲
に
わ
た
る
事
象
を
扱
っ
て
お

り
、
そ
の
全
体
を
論
じ
る
こ
と
は
勿
論
で
き
な
い
が
、
本
稿
で
は
一
九
六
四
年
の
論
文
と
の
比
較
を
行
い
な
が
ら
、
こ
の
著
作
を
貫
く
基
本
的
な

視
角
を
把
握
す
る
こ
と
に
努
め
た
い
。
そ
こ
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
見
え
て
く
る
の
は
、
一
九
六
四
年
か
ら
二
〇
一
一
年
の
あ
い
だ
に
生
じ
た
宗

教
研
究
を
め
ぐ
る
知
的
状
況
の
変
化
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
ベ
ラ
ー
の
苦
闘
で
あ
る
。
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Ｎ
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二
、
進
化
論
を
め
ぐ
る
状
況

　
ベ
ラ
ー
が
一
九
六
四
年
に
「
宗
教
的
進
化
」
論
文
を
書
く
こ
と
に
な
っ
た
き
っ
か
け
は
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
で
開
催
さ
れ
た
Ｔ
・
パ
ー
ソ
ン
ズ
、

Ｓ
・
ア
イ
ゼ
ン
シ
ュ
タ
ッ
ト
と
の
社
会
進
化
に
関
す
る
セ
ミ
ナ
ー
だ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
時
点
で
ベ
ラ
ー
が
進
化
を
論
じ
た
の
は
、
こ
の
主
題
に

力
を
注
い
で
い
た
パ
ー
ソ
ン
ズ
か
ら
の
直
接
の
影
響
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
か
ら
四
十
七
年
の
「
間
」
の
経
た
後
に
、

ベ
ラ
ー
が
改
め
て
進
化
論
を
取
り
上
げ
た
理
由
は
自
明
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
進
化
と
い
う
概
念
が
人
文
社
会
科
学
の
歴
史
の
中
で
つ
ね
に

論
争
を
喚
ん
で
き
た
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
な
お
さ
ら
で
あ
る
。

　
二
十
世
紀
中
盤
以
降
の
社
会
学
や
文
化
人
類
学
、
あ
る
い
は
宗
教
学
と
い
っ
た
人
文
社
会
学
の
諸
分
野
で
は
、
進
化
論
を
過
去
の
遺
物
と
す
る

見
方
の
方
が
主
流
を
占
め
て
き
た
。
こ
の
種
の
理
解
に
お
い
て
念
頭
に
置
か
れ
て
き
た
の
は
、
社
会
学
に
お
け
る
Ａ
・
コ
ン
ト
や
Ｈ
・
ス
ペ
ン
サ
ー
、

人
類
学
に
お
け
る
Ｅ
・
タ
イ
ラ
ー
や
Ｌ
・
モ
ー
ガ
ン
ら
に
代
表
さ
れ
る
社
会
進
化
論
・
文
化
進
化
論
で
あ
る
。
二
十
世
紀
に
入
る
と
次
第
に
、
ア

メ
リ
カ
文
化
人
類
学
を
主
な
発
信
源
と
す
る
文
化
相
対
主
義
の
台
頭
と
平
行
し
て
、
こ
の
種
の
進
化
論
は
、
西
洋
文
化
を
頂
点
に
置
き
、
他
の
社

会
の
文
化
を
そ
の
下
位
に
位
置
づ
け
る
自
民
族
中
心
主
義
な
い
し
植
民
地
主
義
の
表
現
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
と
り
わ
け
文
化
人

類
学
の
分
野
で
は
、
こ
う
し
た
十
九
世
紀
進
化
論
の
克
服
こ
そ
が
「
近
代
的
な
研
究
方
法
」
の
成
立
を
画
す
る
も
の
と
さ
れ
、
社
会
学
や
宗
教
学

も
基
本
的
に
は
こ
う
し
た
理
解
に
追
随
し
て
き
た
。

　
二
十
世
紀
中
葉
以
降
も
、
社
会
学
に
お
け
る
Ｔ
・
パ
ー
ソ
ン
ズ
や
Ｎ
・
ル
ー
マ
ン
、
人
類
学
に
お
け
る
Ｅ
・
サ
ー
ヴ
ィ
ス
や
Ｍ
・
サ
ー
リ
ン
ズ

の
よ
う
に
、
進
化
論
の
発
想
を
用
い
た
研
究
の
試
み
が
な
さ
れ
た
が
、
人
文
社
会
科
学
全
体
に
お
け
る
進
化
論
的
段
階
説
へ
の
風
当
た
り
が
弱
く

な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
特
に
、
宗
教
と
い
う
主
題
に
進
化
の
概
念
を
適
用
す
る
こ
と
に
は
強
い
抵
抗
が
存
在
し
つ
づ
け
て
き
た
。
そ
の
理
由
と

し
て
指
摘
で
き
る
の
は
、
宗
教
と
い
う
主
題
が
、
消
費
エ
ネ
ル
ギ
ー
量
や
環
境
へ
の
適
応
能
力
と
い
っ
た
指
標
を
用
い
た
定
量
的
手
法
に
な
じ
み

に
く
く
、
ま
た
す
ぐ
れ
て
価
値
に
関
わ
る
事
柄
で
あ
る
た
め
に
何
ら
か
の
序
列
を
設
け
る
こ
と
が
問
題
視
さ
れ
や
す
い
と
い
っ
た
事
情
で
あ
る
。

　
二
十
世
紀
を
通
じ
て
展
開
し
て
き
た
こ
う
し
た
反
進
化
論
的
動
向
に
対
し
、
近
年
、
新
し
い
動
き
が
現
れ
て
き
て
い
る
。
二
十
世
紀
後
半
に
急

速
な
発
展
を
遂
げ
て
き
た
認
知
科
学
・
動
物
行
動
学
・
脳
科
学
と
い
っ
た
自
然
科
学
と
の
隣
接
分
野
に
お
い
て
、
人
間
社
会
に
対
し
て
進
化
論
の

諸
岡
　
了
介

－12－



発
想
を
適
用
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
次
々
と
現
れ
、
現
在
で
は
「
進
化
心
理
学
」
と
い
う
分
野
も
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
社
会
現

象
と
自
然
現
象
に
原
理
的
な
区
別
を
立
て
ず
、
人
間
の
精
神
活
動
を
自
然
科
学
的
方
法
に
よ
っ
て
解
明
で
き
る
と
す
る
こ
の
流
れ
は
、
宗
教
研
究

の
分
野
に
も
流
れ
込
み
、
Ｐ
・
ボ
イ
ヤ
ー
や
Ｄ
・
デ
ネ
ッ
ト
ら
の
著
作
が
北
米
を
中
心
に
一
種
の
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
を
起
こ
し
て
い
る

（
４
）

。

　
十
九
世
紀
後
半
に
最
盛
期
を
迎
え
た
社
会
進
化
論
・
文
化
進
化
論
の
流
れ
は
、
も
と
も
と
啓
蒙
思
想
期
に
発
し
て
Ｇ
・
ヘ
ー
ゲ
ル
を
経
由
し
た

進
歩
史
観
の
系
譜
上
に
あ
る
。
ダ
ー
ウ
ィ
ン
流
の
進
化
論
か
ら
刺
激
を
受
け
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
が
、
こ
の
流
れ
は
そ
れ
よ
り
も
以
前
に
議
論

の
枠
組
み
を
形
成
し
た
、
根
本
に
お
い
て
人
文
社
会
科
学
の
内
部
で
展
開
し
た
思
潮
で
あ
っ
た
。
他
方
、
自
然
科
学
的
方
法
を
人
間
心
理
や
社
会

現
象
に
ま
で
拡
大
し
た
と
こ
ろ
に
生
ま
れ
た
近
年
の
進
化
心
理
学
は
、
そ
う
し
た
進
歩
史
観
的
進
化
論
と
は
異
な
っ
た
系
譜
上
に
置
か
れ
る
べ
き

も
の
で
、
本
稿
で
は
さ
し
あ
た
り
こ
れ
を
自
然
主
義
的
進
化
論
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
本
稿
の
主
題
で
あ
る
ベ
ラ
ー『
人
間
進
化
に
お
け
る
宗
教
』

が
出
版
さ
れ
た
の
は
、
宗
教
に
関
す
る
自
然
主
義
的
進
化
論
が
ブ
ー
ム
と
な
っ
た
、
そ
う
し
た
時
節
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。

三
、「
宗
教
的
進
化
」
論
文
の
概
要

　
続
い
て
は
ベ
ラ
ー
の
所
論
の
分
析
へ
と
移
る
が
、
ま
ず
は
一
九
六
四
年
の
「
宗
教
的
進
化
」
論
文
の
概
要
を
確
か
め
て
お
き
た
い
（
以
下
、

「
一
九
六
四
年
論
文
」
と
も
表
記
す
る
）。

　
先
に
そ
の
経
緯
に
触
れ
た
と
お
り
、
一
般
に
は
と
う
に
社
会
進
化
論
の
退
潮
が
進
ん
で
い
た
こ
の
時
点
で
ベ
ラ
ー
が
進
化
を
論
じ
た
の
は
、
当

時
独
自
の
し
か
た
で
こ
の
主
題
に
取
り
組
ん
で
い
た
パ
ー
ソ
ン
ズ
に
刺
激
さ
れ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
進
化
概
念
も
、
シ
ス
テ
ム
の
複
雑
性
増

大
に
伴
う
環
境
適
応
能
力
の
拡
大
と
い
う
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
規
定
に
従
っ
て
い
る

（
５
）

。
  

宗
教
は
独
立
し
て
変
化
す
る
領
域
と
し
て
よ
り
も
、
社
会
の
一
部
と
し
て
、
社
会
全
体
の
進
化
と
平
行
し
な
が
ら
変
化
し
て
い
く
も
の
と
理
解

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
宗
教
の
進
化
的
諸
段
階
と
し
て
、（
一
）
未
開
宗
教
、（
二
）
古
代
宗
教
、（
三
）
歴
史
的
宗
教
、（
四
）
初
期
近
代
宗

教
、（
五
）
近
現
代
宗
教
と
い
う
段
階
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
ベ
ラ
ー
に
と
っ
て
こ
う
し
た
進
化
的
段
階
が
重
要
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
生
存
の

必
要
だ
け
に
縛
ら
れ
な
い
人
間
の
自
由
の
拡
大
を
意
味
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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Ｎ
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も
っ
と
も
重
要
な
画
期
と
し
て
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、
歴
史
的
宗
教
の
段
階
に
お
け
る
宗
教
的
な
現
世
拒
否
の
登
場
で
あ
る
。
こ
う
し
た
現

世
拒
否
は
、
世
俗
的
な
社
会
秩
序
を
対
象
化
し
批
判
的
に
捉
え
る
視
点
を
形
成
す
る
と
と
も
に
、
そ
う
し
た
社
会
秩
序
に
相
対
す
る
自
律
的
存
在

と
し
て
の
人
間
自
己
の
確
立
を
も
た
ら
す
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

　
続
く
初
期
近
代
宗
教
の
段
階
は
、
も
っ
ぱ
ら
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
宗
教
改
革
以
降
の
動
向
を
指
し
て
い
る
。
初
期
近
代
宗
教
段
階
か
ら
そ
の
延
長

線
上
に
あ
る
近
現
代
宗
教
段
階
へ
の
流
れ
は
、
宗
教
的
な
現
世
拒
否
の
登
場
が
切
り
拓
い
た
社
会
秩
序
の
対
象
化
と
人
間
個
人
の
自
己
形
成
の
可

能
性
を
発
展
さ
せ
つ
つ
、
そ
の
き
っ
か
け
を
つ
く
っ
た
現
世
拒
否
の
契
機
を
不
要
に
す
る
過
程
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

　
近
現
代
宗
教
の
段
階
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
、
宗
教
の
私
事
化
傾
向
と
、
そ
の
中
で
生
じ
る
意
味
問
題
に
関
す
る
緊
張
状
態
が
指
摘
さ
れ

る
。「
人
間
の
意
味
の
探
求
を
教
会
に
限
定
す
る
こ
と
は
ま
す
ま
す
不
可
能
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
は
っ
き
り
と
規
定
さ
れ
た
教
義
的
正
統

性
や
宗
教
的
に
支
持
さ
れ
た
道
徳
的
規
準
の
客
観
的
シ
ス
テ
ム
が
崩
壊
す
る
に
つ
れ
、
現
世
内
に
お
け
る
宗
教
行
動
は
ま
す
ま
す
多
く
を
要
求
し

て
い
る

（
６
）

」。
こ
う
し
た
現
代
に
い
た
る
宗
教
的
進
化
の
過
程
は
、
創
造
的
革
新
で
あ
る
と
と
も
に
、
ひ
と
つ
の
社
会
危
機
で
も
あ
る
と
し
て
両
義

的
な
意
味
を
有
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
。

　
　 

　
う
た
が
い
な
く
、
現
代
的
状
況
に
お
け
る
病
理
的
偏
向
の
可
能
性
は
非
常
に
大
き
い
。
文
化
的
・
人
格
的
水
準
と
同
時
に
社
会
的
水
準
に

お
い
て
も
近
現
代
社
会
が
伴
っ
て
い
る
自
由
が
、
大
き
な
規
模
の
諸
社
会
に
安
定
し
て
制
度
化
さ
れ
う
る
か
ど
う
か
は
、
ま
だ
こ
れ
か
ら
見

極
め
ら
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
、
意
味
の
崩
壊
や
道
徳
的
規
準
の
失
効
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
そ
の
状
況
を
、
人
間
行
為

の
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
お
け
る
創
造
的
革
新
の
か
つ
て
な
い
機
会
を
も
た
ら
す
も
の
だ
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
私
は
そ
れ
を
よ
り
生
産
的

に
語
り
た
い
の
で
あ
る

（
７
）

。

　
以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
一
九
六
四
年
論
文
の
基
本
的
構
成
は
、
宗
教
的
現
世
拒
否
の
議
論
を
は
じ
め
と
し
た
Ｍ
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
所
論
と
、
そ

れ
を
採
り
入
れ
展
開
さ
せ
た
Ｔ
・
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
社
会
進
化
論
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
。
ベ
ラ
ー
に
よ
る
こ
の
論
文
の
意
義
は
、
広
い
射
程
を
持

つ
両
者
の
所
論
を
宗
教
と
い
う
主
題
に
つ
い
て
簡
潔
に
ま
と
め
、
現
代
の
社
会
状
況
の
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
な
診
断
に
ま
で
繋
げ
て
い
る
点
に
認
め
ら

れ
よ
う
。
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四
、『
人
間
進
化
に
お
け
る
宗
教
』
の
理
論
構
成

　
続
い
て
二
〇
一
一
年
『
人
間
進
化
に
お
け
る
宗
教
』
の
分
析
へ
と
進
み
た
い
が
、
一
九
六
四
年
論
文
と
比
べ
る
と
、
次
の
二
点
に
関
し
て
記
述

の
分
量
が
大
幅
に
増
大
し
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
時
代
・
地
域
の
宗
教
文
化
を
語
る
に
あ
た
り
、
個
々
の
宗
教
文
化
の
歴
史
性
・
個

別
性
に
対
す
る
配
慮
を
示
し
て
、
数
多
く
の
専
門
的
歴
史
研
究
の
成
果
を
盛
り
込
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
諸
種
の
自
然
主
義

的
進
化
論
を
含
む
人
文
社
会
科
学
内
外
の
広
範
な
研
究
に
触
れ
、
そ
れ
を
本
書
の
理
論
構
成
の
中
に
採
り
入
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
本
書
全
体
を
貫
く
基
本
的
視
角
の
析
出
を
狙
い
と
す
る
本
稿
で
は
、
後
者
の
内
実
に
注
目
し
、
特
に
重
用
さ
れ
て
い
る
次
の
三
つ
の
理
論
の
援

用
法
を
確
か
め
る
と
こ
ろ
か
ら
話
を
進
め
た
い
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、（
一
） 

Ｋ
・
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
枢
軸
時
代
論
、（
二
） 

Ｍ
・
ド
ナ
ル
ド
の
人
間

文
化
の
三
段
階
説
、（
三
） 

Ｇ
・
バ
ー
グ
ハ
ー
ト
の
遊
び
論
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
理
論
は
ど
れ
も
、
一
九
六
四
年
論
文
で
は
扱
わ
れ
て
お
ら
ず
、

本
書
で
新
た
に
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
一
） 

ヤ
ス
パ
ー
ス
の
枢
軸
時
代
論
の
援
用
　
本
書
（『
人
間
進
化
に
お
け
る
宗
教
』、
以
下
も
同
様
）
の
著
述
全
体
の
中
心
に
置
か
れ
て
い
る
の

は
、
紀
元
前
一
〇
〇
〇
年
間
の
中
盤
に
イ
ス
ラ
エ
ル
・
ギ
リ
シ
ャ
・
中
国
・
イ
ン
ド
で
平
行
し
て
生
じ
た
枢
軸
的
文
化
な
い
し
枢
軸
的
宗
教
の
登

場
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
枢
軸
的
ブ
レ
イ
ク
ス
ル
ー
」
と
も
呼
ば
れ
る
。
枢
軸
時
代
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
（
Ｍ
・
ド
ナ
ル
ド

に
由
来
す
る
「
理
論
的
」「
模
倣
的
」
の
語
に
つ
い
て
は
後
段
に
て
説
明
）。

　
　 

　
紀
元
前
の
千
年
間
の
あ
い
だ
に
、
旧
世
界
の
い
く
つ
か
の
場
所
で
、
理
論
的
文
化
が
現
れ
た
。
そ
れ
は
、
古
い
語
り
を
そ
の
模
倣
的
基
礎

と
と
も
に
再
編
成
す
る
こ
と
で
問
い
直
し
、
新
し
い
儀
式
や
神
話
を
創
造
す
る
こ
と
で
従
来
の
儀
礼
や
神
話
を
拒
絶
し
、
倫
理
的
・
精
神
的

普
遍
主
義
の
名
の
下
に
す
べ
て
の
古
い
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
疑
問
に
付
す
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
代
の
文
化
的
沸
騰
は
、
宗
教
と
倫
理
、
さ

ら
に
は
科
学
の
起
源
と
な
る
自
然
界
の
理
解
に
つ
い
て
新
し
い
展
開
を
も
た
ら
し
た
。
こ
う
し
た
理
由
か
ら
、
こ
の
時
代
を
枢
軸
的
だ
と
称

す
る

（
８
）

。

　
こ
う
し
た
枢
軸
時
代
論
は
、
カ
ー
ル
・
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
『
歴
史
の
起
源
と
目
標
』（
一
九
四
九
年
）
に
由
来
す
る

（
９
）

。
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
進
化
と
い

Ｒ
・
Ｎ
・
ベ
ラ
ー
に
お
け
る
宗
教
進
化
論
の
展
開
と
現
代
の
宗
教
研
究
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う
用
語
を
用
い
な
い
が
、
人
類
史
を
（
一
）
先
史
時
代
、（
二
）
古
代
高
度
文
化
、（
三
）
枢
軸
時
代
（
地
域
的
に
は
オ
リ
エ
ン
ト-

オ
ク
シ
デ
ン
ト
、

イ
ン
ド
、
中
国
の
各
文
化
か
ら
な
る
）、（
四
）
科
学
・
技
術
時
代
と
い
う
四
段
階
に
区
分
し
、
枢
軸
時
代
に
高
い
精
神
的
価
値
を
認
め
て
い
る
。

ベ
ラ
ー
が
本
書
で
採
用
し
て
い
る
（
一
）
部
族
的
、（
二
）
古
代
的
、（
三
）
枢
軸
的
、（
四
）
近
代
的
と
い
う
宗
教
の
歴
史
的
段
階
や
、「
枢
軸
時

代
」
お
よ
び
こ
の
時
代
に
関
す
る
「
ブ
レ
イ
ク
ス
ル
ー
（D

urchbruch

）」
と
い
っ
た
用
語
は
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
そ
れ
を
踏
襲
・
展
開
し
た
も
の

で
あ
る
。

　
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
図
式
と
の
類
似
は
、
一
九
六
四
年
論
文
に
お
け
る
五
段
階
図
式
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
六
四
年
論
文
で

は
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
は
言
及
が
な
く
、
前
節
で
確
か
め
た
と
お
り
、
む
し
ろ
Ｍ
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
現
世
拒
否
概
念
を
中
心
に
置
い
た
上
で
進
化
的
段

階
が
語
ら
れ
て
い
た
。
反
対
に
本
書
で
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
へ
の
積
極
的
な
言
及
が
控
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
一
九
六
四
年
論
文
で
は
最
重
要

の
位
置
に
置
か
れ
て
い
た
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
、
二
〇
一
一
年
の
本
書
で
は
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。ベ
ラ
ー
は
、ヴ
ェ
ー

バ
ー
の
理
論
を
主
題
と
し
た
一
九
九
九
年
の
論
文
に
お
い
て
、
そ
の
理
論
を
「
進
化
論
的
な
枠
組
み
」
を
持
つ
も
の
と
解
釈
し
、
そ
こ
か
ら
本
書

『
人
間
進
化
に
お
け
る
宗
教
』
に
通
じ
る
議
論
を
引
き
出
し
て
い
る

）
（1
（

。
こ
の
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
本
書
で
ヴ
ェ
ー
バ
ー
へ
の
言
及
が
消
極

的
な
も
の
に
止
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
奇
妙
で
あ
り
、
何
ら
か
の
特
別
な
意
図
を
推
測
さ
せ
る
。

　
本
書
が
Ｍ
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
理
論
に
消
極
的
姿
勢
を
取
っ
て
い
る
理
由
と
し
て
、
ベ
ラ
ー
自
身
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
悲
観
的
に
過
ぎ
る
現
代
社

会
診
断
に
対
す
る
違
和
感
を
挙
げ
て
い
る

）
（（
（

。
し
か
し
、
こ
う
し
た
理
由
以
上
に
重
要
と
思
わ
れ
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
ベ
ラ
ー
の
ヴ
ェ
ー
バ
ー
理

解
で
あ
る
。 

　
　 

　
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
、
排
他
的
に
で
は
な
い
が
特
に
は
経
済
的
領
域
に
お
い
て
合
理
化
を
引
き
起
こ
す
規
準
を
も
た
ら
し

た
の
は
、
た
ん
な
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
キ
リ
ス
ト
教
で
は
な
く
、
主
に
は
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
を
指
し
て
、
彼
が
「
禁
欲
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

テ
ィ
ズ
ム
」
と
呼
ん
だ
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
合
理
化
を
引
き
起
こ
す
そ
の
規
準
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
に
は
じ
ま
っ
て
、
中
国
や
イ
ン
ド

の
宗
教
に
ま
で
お
よ
ぶ
、
他
の
す
べ
て
の
宗
教
が
そ
れ
で
も
っ
て
測
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
ら
の
宗
教
が
多
か
れ
少
な
か
れ

欠
い
て
い
る
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
思
い
出
す
に
遺
憾
で
あ
る
。
実
際
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
禁
欲
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ

諸
岡
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ム
の
こ
と
を
「
普
遍
的
な
反
兄
弟
愛
の
宗
教
」
と
呼
び
、
イ
エ
ス
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
、
ブ
ッ
ダ
と
い
っ
た
、
宗
教
を
も
っ
と
も
善
い
部
分
で

代
表
す
る
と
彼
が
見
な
し
て
い
た
人
物
と
は
相
い
れ
な
い
と
し
て
、
そ
れ
を
好
ん
で
い
な
か
っ
た
こ
と
は
本
当
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
な
お
、

人
間
生
活
全
体
の
合
理
化
の
拡
張
に
も
っ
と
も
与
し
た
の
は
禁
欲
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
で
あ
り
、
そ
の
過
程
に
つ
い
て
多
く
の
疑
念

（「
鉄
の
檻
」）
を
抱
い
て
い
た
に
し
て
も
、
そ
れ
は
不
可
避
の
も
の
で
あ
っ
て
、
総
体
と
し
て
は
最
善
の
も
の
で
あ
る
と
彼
は
考
え
て
い
た

の
で
あ
る

）
（1
（

。

　
こ
う
し
た
理
解
が
ど
こ
ま
で
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
思
想
や
理
論
の
実
態
に
迫
っ
て
い
る
か
は
別
問
題
と
し
て
、こ
の
記
述
か
ら
は
、ベ
ラ
ー
が
ヴ
ェ
ー

バ
ー
を
不
適
切
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
中
心
主
義
の
か
ど
で
遠
ざ
け
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
現
在
の
宗
教
研
究
で
は
、
西
洋
キ
リ
ス
ト
教
と
り
わ

け
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
を
中
心
と
し
た
宗
教
史
の
記
述
自
体
が
、
十
九
世
紀
ま
で
の
社
会
進
化
論
と
同
様
に
、
自
文
化
中
心
主
義
・
植
民
地

主
義
的
偏
向
の
上
に
あ
る
と
し
て
批
判
さ
れ
て
い
る
。
本
書
の
ベ
ラ
ー
が
ヴ
ェ
ー
バ
ー
へ
の
直
接
的
言
及
を
避
け
て
い
る
の
は
、
こ
う
し
た
「
宗

教
研
究
の
脱
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
化

）
（1
（

」
と
い
う
ト
レ
ン
ド
を
意
識
し
て
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

　
一
方
で
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
枢
軸
時
代
論
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
・
ギ
リ
シ
ャ
・
中
国
・
イ
ン
ド
と
い
っ
た
諸
文
化
を
平
行
関
係
の
上
に
扱
う
点
に
お

い
て
、
西
洋
中
心
の
自
文
化
中
心
主
義
・
植
民
地
主
義
と
の
誹
り
を
免
れ
や
す
い
構
図
を
備
え
て
い
る

）
（1
（

。
実
際
に
は
、
ベ
ラ
ー
自
身
も
当
然
認
識

し
て
い
る
と
お
り
、
枢
軸
時
代
と
い
う
発
想
を
含
め
た
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
議
論
は
、
Ｍ
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
直
接
的
で
甚
大
な
影
響
下
に
あ
る
。
い
わ

ば
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
依
拠
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
在
の
宗
教
研
究
の
「
倫
理
コ
ー
ド
」
に
よ
り
適
う
か
た
ち
で
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
的
な
問
題
関
心

を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
た
実
の
と
こ
ろ
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
『
歴
史
の
起
源
と
目
標
』
で
は
、
世
界
の
諸
文
化
を
並
列
に
論
じ
た
「
枢
軸
時
代
」
の
記
述
よ
り
も
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
文
化
の
特
異
性
を
論
じ
た
「
科
学
・
技
術
時
代
」
の
記
述
の
方
が
厚
く
、
そ
れ
に
紙
幅
の
半
分
以
上
が
割
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら

本
書
の
ベ
ラ
ー
は
、「「
近
代
化
」
は
主
題
で
は
な
い

）
（1
（

」
と
し
て
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
議
論
か
ら
枢
軸
時
代
段
階
よ
り
後
の
部
分
を
切
り
捨
て
る
と
と

も
に
、
一
九
六
四
年
論
文
で
自
ら
展
開
し
て
い
た
「
初
期
近
代
宗
教
」
と
「
近
現
代
宗
教
」
の
段
階
に
関
す
る
叙
述
を
放
棄
し
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
方
針
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
へ
の
積
極
的
言
及
の
回
避
と
同
じ
く
、
西
洋
近
代
に
関
わ
る
自
民
族
中
心
主
義
批
判
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
中
心
主
義
批

Ｒ
・
Ｎ
・
ベ
ラ
ー
に
お
け
る
宗
教
進
化
論
の
展
開
と
現
代
の
宗
教
研
究
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判
へ
の
対
応
を
意
識
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
本
書
に
お
い
て
、
Ｔ
・
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
議
論
が
事
実
上
無
視
さ
れ
て
お
り
、
本
文
で
の
言
及
は
否
定
的
に
扱
っ
た
一
箇
所
し
か
な
い
こ
と
も
、

そ
れ
と
同
じ
理
由
か
ら
で
あ
ろ
う
。
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
社
会
進
化
論
は
、
Ｍ
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
宗
教
論
以
上
に
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
中
心
主
義
の
色

彩
が
強
い
と
し
て
批
判
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
ベ
ラ
ー
に
し
て
み
れ
ば
、
一
九
六
四
年
論
文
が
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
影
響
下
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る

だ
け
に
、
本
書
で
は
こ
と
さ
ら
に
距
離
を
置
い
て
お
き
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。

（
二
） 

Ｍ
・
ド
ナ
ル
ド
の
文
化
進
化
説
の
援
用
　
マ
ー
リ
ン
・
ド
ナ
ル
ド
は
、
神
経
科
学
・
心
理
学
・
認
知
科
学
の
領
域
で
活
躍
し
て
い
る
研
究

者
で
、『
近
代
的
知
性
の
起
源
』（
一
九
九
一
年
）
で
は
人
間
認
識
の
進
化
過
程
に
関
し
て
「
模
倣
的
（m

im
etic

）
文
化
」、「
神
話
的
（m

ythic

）

文
化
」、「
理
論
的
（theoretic

）
文
化
」
と
い
う
三
つ
の
段
階
を
設
定
し
て
い
る
）
（1
（

。
本
稿
の
分
類
で
言
え
ば
、
自
然
主
義
的
進
化
論
の
一
種
に
位

置
づ
け
ら
れ
る
理
論
で
あ
る
。
先
に
引
用
し
た
文
章
内
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
ベ
ラ
ー
は
ド
ナ
ル
ド
の
説
を
援
用
し
て
、
枢
軸
時
代
に
登
場
し
た
枢

軸
文
化
に
「
理
論
的
文
化
」
段
階
を
重
ね
あ
わ
せ
る

）
（1
（

。
ベ
ラ
ー
自
身
は
、
ド
ナ
ル
ド
の
理
論
を
援
用
す
る
意
味
を
次
の
三
点
か
ら
説
明
し
て
い
る
。

　
第
一
に
は
、
ド
ナ
ル
ド
の
図
式
を
持
ち
こ
む
こ
と
に
よ
り
、
新
し
い
タ
イ
プ
の
文
化
が
生
じ
る
と
、
古
い
タ
イ
プ
の
文
化
は
消
え
去
る
も
の
と

す
る
従
来
の
進
歩
史
観
の
前
提
を
修
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
模
倣
的
文
化
・
神
話
的
文
化
・
理
論
的
文
化
と
い
う
三
段
階
は
、
段
階
が

進
ん
で
も
そ
の
前
段
階
の
文
化
を
全
面
的
に
消
し
去
る
も
の
で
は
な
い
。
理
論
的
文
化
の
段
階
に
な
り
全
体
の
編
成
が
変
わ
る
に
し
て
も
、
模
倣

的
あ
る
い
は
神
話
的
文
化
も
ま
た
保
持
さ
れ
う
る
。
こ
う
し
た
見
方
を
導
入
す
る
こ
と
で
ベ
ラ
ー
は
、
た
と
え
ば
「
枢
軸
的
ブ
レ
イ
ク
ス
ル
ー
」

と
い
っ
た
言
葉
か
ら
想
起
さ
れ
が
ち
な
、
以
前
の
文
化
か
ら
の
全
面
的
転
換
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
改
め
よ
う
と
す
る
。

　
第
二
に
、
こ
う
し
た
進
歩
史
観
修
正
の
試
み
は
、
主
知
主
義
的
な
宗
教
理
解
に
対
す
る
批
判
で
も
あ
る
と
い
う
。
従
来
の
典
型
的
な
進
歩
史
観

は
、
儀
礼
や
神
話
を
前
近
代
的
・
前
科
学
的
な
も
の
と
特
徴
づ
け
た
上
で
、
科
学
的
思
考
が
そ
れ
ら
を
駆
逐
す
る
過
程
（
あ
る
い
は
ま
た
、
そ
れ

に
応
じ
て
宗
教
が
内
的
信
仰
と
し
て
純
化
さ
れ
る
過
程
）
こ
そ
を
社
会
や
人
間
の
進
歩
的
発
展
と
位
置
づ
け
る
。
こ
う
し
た
見
方
に
対
し
て
本
書

の
ベ
ラ
ー
は
、
理
論
的
文
化
に
到
達
し
た
段
階
に
お
い
て
も
模
倣
的
文
化
・
神
話
的
文
化
が
生
き
つ
づ
け
う
る
と
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
儀
礼
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や
神
話
に
一
般
的
な
存
在
意
義
を
認
め
な
い
主
知
主
義
的
宗
教
理
解
と
は
一
線
を
画
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
枢
軸
時
代
と
い
う
概
念
の
下
で
は
イ
ス
ラ
エ
ル
・
ギ
リ
シ
ャ
・
中
国
・
イ
ン
ド
と
い
う
諸
事
例
の
い
ず
れ
か
を
他
の
事
例
の
範
型
と

し
て
見
な
し
が
ち
で
あ
る
た
め
、
こ
う
し
た
陥
穽
を
避
け
る
た
め
に
、
人
間
の
文
化
と
認
知
の
進
化
と
い
う
包
括
的
な
枠
組
み
を
用
い
る
こ
と
が

有
効
な
の
だ
と
い
う
。

　
ベ
ラ
ー
が
挙
げ
て
い
る
諸
論
点
は
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
内
容
の
面
か
ら
言
え
ば
、
必
ず
し
も
ド
ナ
ル
ド
の
理
論
を
導
入
し
な
け
れ
ば
組

み
込
め
な
い
と
い
っ
た
種
類
の
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
ド
ナ
ル
ド
の
自
然
主
義
的
進
化
論
の
語
彙
を
援
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ヤ
ス
パ
ー

ス
流
の
枢
軸
時
代
論
に
新
た
な
装
い
を
与
え
、
人
文
社
会
科
学
内
の
進
歩
史
観
的
社
会
進
化
論
や
そ
の
諸
前
提
か
ら
距
離
を
取
ろ
う
と
す
る
こ
と

に
重
点
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
三
） 

Ｇ
・
バ
ー
グ
ハ
ー
ト
の
遊
び
論
の
援
用
　
本
書
の
理
論
構
成
の
ひ
と
つ
の
特
色
は
、
宗
教
と
の
関
連
で
遊
び
論
を
取
り
上
げ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
際
に
、
Ｊ
・
ホ
イ
ジ
ン
ガ
『
ホ
モ
・
ル
ー
デ
ン
ス
』（
一
九
三
八
年
）
と
と
も
に
言
及
さ
れ
て
い
る
の
が
、
進
化
生
物
学
・
進
化

心
理
学
の
研
究
者
ゴ
ー
ド
ン
・
バ
ー
グ
ハ
ー
ト
の
『
動
物
に
お
け
る
遊
び
の
発
生
』（
二
〇
〇
五
年
）
で
あ
る

）
（1
（

。

　
バ
ー
グ
ハ
ー
ト
に
依
拠
し
な
が
ら
ベ
ラ
ー
が
論
じ
る
と
こ
ろ
で
は
、
誕
生
後
も
ケ
ア
を
必
要
と
す
る
ほ
乳
類
独
特
の
親
子
関
係
は
、
他
者
へ
の

配
慮
と
と
も
に
遊
び
と
い
う
行
動
を
発
達
さ
せ
る
。
そ
こ
に
生
ま
れ
る
「
個
人
と
し
て
宇
宙
の
こ
と
を
考
え
、
想
像
し
う
る
も
っ
と
も
広
い
世
界

を
見
よ
う
と
す
る
深
い
人
間
的
要
求

）
（1
（

」
が
、
人
間
社
会
に
お
け
る
宗
教
の
発
生
の
動
因
と
な
る
の
だ
と
い
う
。

　
ま
た
、
こ
う
し
た
遊
び
論
を
枢
軸
時
代
論
と
結
び
つ
け
た
議
論
と
し
て
、
枢
軸
的
宗
教
の
歴
史
的
意
義
の
ひ
と
つ
が
、
遊
び
の
要
素
を
社
会
内

に
制
度
化
す
る
こ
と
で
、
現
世
的
秩
序
を
相
対
化
し
う
る
思
想
の
社
会
的
基
礎
を
つ
く
っ
た
点
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
論
点
に
関
わ
っ
て
、

枢
軸
的
宗
教
に
お
け
る
現
世
拒
否
な
い
し
遁
世
（
現
世
放
棄
、renunciation

）
と
い
う
契
機
の
重
要
性
が
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　 

　
遁
世
の
文
化
の
社
会
学
的
基
礎
と
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
そ
う
呼
ん
だ
と
こ
ろ
の
、
新
し
い
精
神
的
達
人
の
追
随
者
が
そ
こ
に
お
い
て
宗
教

的
実
践
の
た
め
の
集
団
を
形
成
し
た
、
あ
る
種
の
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
た
領
域
の
確
立
で
あ
っ
た
。
あ
る
意
味
に
お
い
て
、
遁
世
者
が
そ
こ
か
ら

Ｒ
・
Ｎ
・
ベ
ラ
ー
に
お
け
る
宗
教
進
化
論
の
展
開
と
現
代
の
宗
教
研
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退
い
た
も
の
は
「
仕
事
（w

ork

）」
で
あ
り
、
代
わ
り
に
彼
ら
が
追
究
し
た
も
の
は
「
遊
び
」
で
あ
る
。
そ
の
遊
び
は
し
ば
し
ば
非
常
に
真

剣
な
種
類
の
遊
び
で
あ
る
が
、
歓
び
の
瞬
間
も
有
し
て
い
た

）
11
（

。

　
こ
の
記
述
か
ら
は
、
一
九
六
四
年
論
文
に
お
い
て
関
心
の
中
心
に
あ
っ
た
人
間
の
精
神
的
・
思
想
的
自
由
と
そ
の
拡
大
と
い
う
主
題
が
、
本
書

で
は
遊
び
論
と
い
う
か
た
ち
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　
一
方
で
、
ベ
ラ
ー
自
身
が
明
か
し
て
い
る
本
書
執
筆
の
経
緯
に
よ
る
と
、
彼
が
バ
ー
グ
ハ
ー
ト
の
所
論
に
触
発
さ
れ
て
、
遊
び
の
理
論
の
重
要

性
を
「
発
見
」
し
た
の
は
執
筆
の
途
中
に
お
い
て
で
あ
る
と
い
う

）
1（
（

。
そ
の
時
点
で
す
で
に
全
十
章
中
の
第
九
章
ま
で
を
書
き
終
え
て
お
り
、
基
本

的
枠
組
み
を
提
示
し
た
第
二
章
と
、
結
論
で
あ
る
第
十
章
に
遊
び
論
を
盛
り
込
ん
だ
他
は
、
再
度
書
き
換
え
る
作
業
は
し
な
か
っ
た
と
い
う
。
つ

ま
り
、
本
書
に
お
け
る
遊
び
論
は
ま
さ
に
取
っ
て
つ
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
が
、ベ
ラ
ー
は
、
遊
び
と
い
う
主
題
は「
明
示
し
て
こ
な
か
っ

た
が
、
潜
在
的
に
は
ず
っ
と
あ
っ
た
も
の
」
だ
と
し
て
、
本
書
の
構
成
に
お
い
て
こ
れ
に
重
要
な
位
置
を
与
え
て
い
る
。

　
内
容
面
に
つ
い
て
言
え
ば
、
バ
ー
グ
ハ
ー
ト
の
こ
の
著
作
が
直
接
に
論
じ
て
い
る
の
は
遊
び
の
起
源
で
あ
っ
て
、
遊
び
行
動
の
儀
礼
化
と
い
う

主
題
を
扱
っ
て
は
い
て
も
、
宗
教
の
起
源
で
は
な
い

）
11
（

。
遊
び
と
宗
教
を
関
連
づ
け
る
ベ
ラ
ー
の
議
論
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
バ
ー
グ
ハ
ー
ト
に
で

は
な
く
も
っ
ぱ
ら
ホ
イ
ジ
ン
ガ
や
Ａ
・
シ
ュ
ッ
ツ
の
所
論
に
拠
っ
て
い
る
。
ベ
ラ
ー
が
行
っ
て
い
る
こ
と
は
、
ド
ナ
ル
ド
の
援
用
の
場
合
と
同
様

に
、
バ
ー
グ
ハ
ー
ト
の
遊
び
起
源
論
を
宗
教
起
源
論
に
読
み
替
え
る
こ
と
で
、
進
歩
史
観
的
進
化
論
の
下
で
語
ら
れ
て
き
た
宗
教
起
源
論
に
自
然

主
義
的
進
化
論
に
基
づ
く
新
し
い
装
い
を
与
え
よ
う
と
す
る
試
み
と
し
て
要
約
で
き
る
。

五
、
ベ
ラ
ー
の
狙
い

　
以
上
、『
人
間
進
化
に
お
け
る
宗
教
』
の
内
容
を
、
各
種
理
論
の
援
用
法
に
つ
い
て
確
認
し
た
。
中
で
も
ド
ナ
ル
ド
や
バ
ー
グ
ハ
ー
ト
を
援
用

す
る
意
味
は
、
一
九
六
四
年
論
文
で
示
さ
れ
て
い
た
基
本
的
枠
組
み
に
自
然
主
義
的
進
化
論
の
装
い
を
与
え
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
こ

れ
ら
の
援
用
は
、
自
然
主
義
的
進
化
論
の
台
頭
と
い
う
時
流
に
対
す
る
た
ん
な
る
迎
合
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
、
第
一
に
、
宗
教
に

関
す
る
生
物
学
的
還
元
主
義
に
対
す
る
抵
抗
と
い
う
意
図
が
、
第
二
に
は
、
宗
教
研
究
へ
向
け
ら
れ
た
植
民
地
主
義
・
自
文
化
中
心
主
義
批
判
に
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対
す
る
対
応
と
い
う
意
図
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
第
一
の
点
に
つ
い
て
ベ
ラ
ー
は
、
自
然
主
義
的
進
化
論
に
し
ば
し
ば
含
ま
れ
る
、
宗
教
を
自
然
的
基
盤
に
還
元
す
る
議
論
、
典
型
的
に
は
宗
教

が
生
ま
れ
た
原
因
を
人
間
の
生
存
条
件
に
関
わ
る
機
能
に
帰
す
る
種
類
の
議
論
に
は
与
さ
な
い
。
特
に
、
Ｐ
・
ボ
イ
ヤ
ー
の
も
の
を
は
じ
め
と
し

た
還
元
主
義
的
な
心
理
学
的
進
化
論
に
つ
い
て
は
「
ま
っ
た
く
役
に
立
た
な
い
」
も
の
と
し
て
い
る

）
11
（

。
本
書
で
は
こ
れ
ら
の
理
論
の
難
点
と
し
て
、

宗
教
の
認
知
的
側
面
ば
か
り
を
強
調
し
て
実
践
的
側
面
を
見
過
ご
し
て
い
る
こ
と
、
ユ
ダ
ヤ-

キ
リ
ス
ト
教
だ
け
を
モ
デ
ル
と
し
て
い
る
こ
と
、

具
体
的
で
歴
史
的
な
事
例
を
軽
視
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
お
そ
ら
く
こ
う
し
た
難
点
は
表
面
的
な
も
の
で
あ
り
、
も
っ
と
決
定
的
な
こ
と
は
、
そ
れ
ら
理
論
が
ベ
ラ
ー
自
身
の
基
本
的
な
関
心
と

は
相
い
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
宗
教
の
進
化
過
程
を
人
間
の
精
神
的
・
思
想
的
自
由
の
拡
大
と
し
て
描
く
ベ
ラ
ー
の
立
場
か
ら
す
る
と
、

こ
う
し
た
自
由
が
入
る
余
地
を
認
め
な
い
ボ
イ
ヤ
ー
流
の
還
元
主
義
的
な
宗
教
理
解
・
進
化
理
解
は
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
際
、
自

然
主
義
的
進
化
論
の
中
で
も
、
ド
ナ
ル
ド
や
Ｔ
・
デ
ィ
ー
コ
ン
の
も
の
な
ど
、
精
神
的
・
思
想
的
次
元
を
自
律
し
た
領
域
と
し
て
認
め
る
余
地
の

あ
る
創
発
理
論
に
つ
い
て
は
、
ベ
ラ
ー
は
好
意
的
な
言
及
を
行
っ
て
い
る
（
た
だ
し
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
系
譜
上
に
あ
る
Ｎ
・
ル
ー
マ
ン
の
創
発
理

論
は
無
視
さ
れ
て
い
る
）。

　
宗
教
の
起
源
論
に
関
し
て
、
ベ
ラ
ー
が
遊
び
論
に
注
目
し
た
理
由
も
同
じ
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
遊
び
と
は
、
定
義
か
ら
し
て

生
理
的
・
経
済
的
な
必
要
に
は
還
元
さ
れ
な
い
、
そ
の
意
味
で
「
自
由
」
な
活
動
だ
か
ら
で
あ
る
。
本
書
の
ベ
ラ
ー
が
選
ん
だ
途
と
は
、
自
然
主

義
的
進
化
論
の
語
彙
を
採
用
し
そ
れ
と
同
じ
土
俵
に
上
が
っ
た
上
で
、
自
然
主
義
的
進
化
論
に
含
ま
れ
る
還
元
主
義
的
な
宗
教
論
に
抵
抗
す
る
と

い
う
や
り
方
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
試
み
に
あ
っ
て
、
自
然
主
義
的
で
か
つ
反
還
元
主
義
的
な
性
格
を
有
す
る
ド
ナ
ル
ド
や
バ
ー
グ
ハ
ー
ト
の
理

論
は
格
好
の
助
勢
を
な
す
も
の
と
映
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

　
第
二
の
点
と
し
て
、
本
書
で
の
自
然
主
義
的
進
化
論
の
援
用
は
ま
た
、
植
民
地
主
義
・
自
文
化
中
心
主
義
批
判
が
も
ら
し
た
宗
教
の
比
較
研
究

の
無
力
化
と
い
う
状
況
へ
の
対
策
を
意
図
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
先
に
も
確
か
め
た
と
お
り
、
近
年
の
人
文
社
会
科
学
に
お
け
る
西
洋
の
植
民

地
主
義
・
自
文
化
中
心
主
義
に
対
す
る
自
己
反
省
の
動
向
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
特
異
な
意
味
を
認
め
る
歴
史
記
述
や
、
異
な
っ
た
歴
史
的
・
文
化

Ｒ
・
Ｎ
・
ベ
ラ
ー
に
お
け
る
宗
教
進
化
論
の
展
開
と
現
代
の
宗
教
研
究
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的
文
脈
上
に
あ
る
諸
宗
教
を
抜
き
出
し
て
行
う
比
較
研
究
の
妥
当
性
・
正
当
性
に
対
す
る
強
い
懐
疑
を
生
む
に
い
た
っ
て
い
る
。
こ
の
批
判
的
動

向
か
ら
は
さ
ら
に
、
宗
教
と
い
う
概
念
が
西
洋
近
代
文
化
の
産
物
に
す
ぎ
な
い
以
上
、
こ
れ
を
一
般
概
念
と
し
て
用
い
る
こ
と
自
体
が
植
民
地
主

義
・
自
文
化
中
心
主
義
に
与
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
主
張
も
現
れ
て
き
て
い
る

）
11
（

。

　
本
書
の
ベ
ラ
ー
は
、
こ
れ
ら
植
民
地
主
義
・
自
文
化
中
心
主
義
批
判
を
大
意
に
お
い
て
認
め
つ
つ
、
な
お
宗
教
と
い
う
概
念
が
研
究
上
有
用
性

を
持
ち
う
る
と
い
う
前
提
を
崩
し
て
い
な
い
。
こ
の
文
脈
で
は
、
自
然
主
義
的
進
化
論
の
「
自
然
科
学
的
な
」
語
彙
の
下
に
宗
教
を
論
じ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
進
歩
史
観
的
進
化
論
が
立
脚
し
て
き
た
西
洋
の
自
民
族
中
心
主
義
と
と
も
に
、
宗
教
概
念
が
有
す
る
文
化
的
拘
束
性
か
ら
離
れ
た
と

こ
ろ
で
議
論
を
提
示
し
よ
う
と
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ベ
ラ
ー
が
あ
く
ま
で
宗
教
と
い
う
枠
組
み
と
そ
れ
を
用
い
た
比
較
研
究
に
こ
だ
わ
る
の
は
、
現
代
の
社
会
状
況
が
直
面
し
て
い
る
危
機
を
深
く

理
解
し
、
克
服
す
る
鍵
が
そ
れ
に
よ
っ
て
見
い
だ
さ
れ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
危
機
と
し
て
の
現
代
と
い
う
問
題
意
識
は
一
九
六
四
年
論
文

の
時
点
か
ら
一
貫
し
て
お
り
、
本
書
の
説
明
で
は
、
今
わ
れ
わ
れ
人
類
は
、
技
術
の
進
歩
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
「
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
・
ク
ラ
イ
シ
ス
」

と
い
う
危
機
に
直
面
し
て
い
な
が
ら
、
そ
れ
を
克
服
す
べ
き
道
徳
的
面
で
の
進
歩
が
追
い
つ
い
て
い
な
い
状
況
に
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る

）
11
（

。

　
こ
う
し
た
現
代
的
危
機
の
淵
源
は
枢
軸
時
代
の
文
化
に
あ
り
、
そ
こ
で
「
解
放
さ
れ
た
知
」
が
「
驚
く
べ
き
達
成
を
も
た
ら
す
と
と
も
に
、
人

間
に
環
境
や
人
間
自
身
を
破
壊
す
る
力
を
与
え
た
」
と
言
わ
れ
る

）
11
（

。
こ
う
し
た
危
機
の
克
服
に
は
自
由
な
批
判
精
神
に
基
づ
く
道
徳
の
構
築
が
求

め
ら
れ
る
が
、
そ
の
源
泉
と
な
り
う
る
の
も
ま
た
、
枢
軸
時
代
の
宗
教
伝
統
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
枢
軸
時
代
と
そ
こ
に
発
す
る
宗
教
伝
統
は
、

二
重
の
意
味
で
再
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
批
判
精
神
に
基
づ
く
道
徳
が
現
実
的
な
効
力
を
持
つ
た
め
に
は
、
そ
れ
が
実
践
と
結

び
つ
く
と
同
時
に
、
集
合
的
な
も
の
と
し
て
制
度
化
さ
れ
る
こ
と
が
条
件
と
な
る
。
ベ
ラ
ー
が
た
ん
に
思
想
と
し
て
で
は
な
く
、
宗
教
と
い
う
枠

組
み
に
お
い
て
研
究
を
行
う
べ
き
と
す
る
理
由
は
、
こ
の
点
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
宗
教
と
の
関
連
に
お
い
て
、
自
由
の
問
題
を
軸
に
、
技
術
時
代
と
し
て
の
現
代
の
社
会
状
況
を
批
判
す
る
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
は
け
っ
し
て

新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
Ｍ
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
や
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
所
論
を
先
駆
と
し
、
い
わ
ゆ
る
実
存
主
義
的
な
思
潮
に
影
響
を

受
け
た
二
十
世
紀
中
葉
の
宗
教
社
会
学
に
あ
っ
て
は
む
し
ろ
そ
の
基
調
を
な
し
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。
本
書
の
ベ
ラ
ー
が
引
き
継
ぎ
、
近
年
の

諸
岡
　
了
介

－22－



自
然
主
義
的
進
化
論
や
植
民
地
主
義
・
自
文
化
中
心
主
義
批
判
の
流
れ
を
受
け
な
が
ら
、
そ
こ
に
欠
け
て
い
る
と
し
て
そ
の
必
要
性
を
弁
護
し
主

張
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
は
、
こ
う
し
た
問
題
意
識
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

六
、
ベ
ラ
ー
の
試
み
の
成
否

　
以
上
、
本
書
の
理
論
構
成
の
内
に
、
現
代
社
会
批
判
と
し
て
の
宗
教
論
の
必
要
を
擁
護
し
よ
う
と
す
る
ベ
ラ
ー
の
意
図
を
確
か
め
た
。
し
か
し

な
が
ら
そ
の
弁
護
の
方
法
、
す
な
わ
ち
、
自
然
主
義
的
進
化
論
の
語
彙
で
身
を
固
め
な
が
ら
、
西
洋
近
代
文
化
を
め
ぐ
る
植
民
地
主
義
・
自
文
化

中
心
主
義
批
判
を
、
近
代
性
と
い
う
そ
の
批
判
対
象
を
丸
ご
と
棚
上
げ
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
免
れ
よ
う
と
す
る
や
り
方
の
有
効
性
に
つ
い
て
は
疑

問
が
残
る
。

　
ベ
ラ
ー
は
宗
教
概
念
の
有
用
性
を
手
放
そ
う
と
し
な
い
が
、
植
民
地
主
義
批
判
論
者
が
提
起
す
る
、
宗
教
概
念
そ
の
も
の
が
帯
び
て
い
る
歴
史

的
・
文
化
的
負
荷
の
問
題
に
つ
い
て
は
十
分
に
対
応
し
て
い
な
い

）
11
（

。
本
書
で
は
、
宗
教
概
念
の
有
用
性
を
Ｃ
・
ギ
ア
ツ
の
定
義
に
多
く
依
拠
し
な

が
ら
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
ギ
ア
ツ
の
宗
教
規
定
に
対
す
る
Ｔ
・
ア
サ
ド
の
有
名
な
批
判
に
対
し
て
、
ベ
ラ
ー
が
行
っ
て
い
る
反
批
判
は
い
か

に
も
歯
切
れ
が
悪
い
。
そ
こ
で
「
論
拠
」
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
Ｅ
・
サ
イ
ー
ド
の
『
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
』（
一
九
七
八
年
）
が
、
ギ
ア
ツ
の

イ
ス
ラ
ー
ム
研
究
を
好
意
的
に
紹
介
し
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る

）
11
（

。
つ
ま
り
、
植
民
地
主
義
批
判
の
権
威
で
あ
る
サ
イ
ー
ド
が
擁
護
し
て
い
る

ギ
ア
ツ
な
の
だ
か
ら
、
そ
の
宗
教
論
も
植
民
地
主
義
で
あ
る
は
ず
が
な
い
と
い
う
論
法
な
の
で
あ
る
。

  

ま
た
本
書
の
ベ
ラ
ー
は
、
歴
史
的
な
記
述
を
枢
軸
時
代
で
打
ち
切
り
、
キ
リ
ス
ト
教
や
近
現
代
の
展
開
に
触
れ
な
い
こ
と
で
、
西
洋
の
自
文
化

中
心
主
義
を
克
服
し
た
か
の
よ
う
に
言
う
。
し
か
し
、
枢
軸
時
代
に
生
み
出
さ
れ
た
文
化
が
技
術
の
発
展
を
も
た
ら
し
、
現
代
の
危
機
的
状
況
を

生
ん
で
い
る
と
彼
が
述
べ
る
と
き
、
そ
こ
に
は
明
ら
か
に
西
洋
近
代
の
特
殊
性
を
強
調
し
た
ヴ
ェ
ー
バ
ー
や
ヤ
ス
パ
ー
ス
流
の
近
代
性
理
解
が
前

提
さ
れ
て
い
る
。

  

ベ
ラ
ー
は
本
書
に
つ
い
て
、
近
代
性
を
主
題
と
す
る
も
の
で
は
な
い
と
繰
り
返
し
弁
解
し
て
い
る
が
）
11
（

、
本
書
が
全
体
と
し
て
伝
え
る
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
見
て
も
、
ま
た
、
こ
れ
ま
で
一
貫
し
て
近
現
代
文
化
の
特
性
を
追
究
し
て
き
た
彼
の
研
究
生
活
を
顧
み
て
も
、
こ
れ
ら
の
弁
解
は
い
か
に
も

Ｒ
・
Ｎ
・
ベ
ラ
ー
に
お
け
る
宗
教
進
化
論
の
展
開
と
現
代
の
宗
教
研
究
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奇
妙
に
響
く
。
た
と
え
ば
、
彼
自
身
、
自
分
の
論
文
選
集
に
付
し
た
序
文
の
冒
頭
で「
私
の
研
究
者
と
し
て
の
生
涯
の
包
括
的
な
方
向
性
を
、も
っ

と
も
凝
縮
し
た
か
た
ち
で
言
い
表
そ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
近
代
性
の
意
味
を
理
解
す
る
努
力
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う

）
11
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
ま

た
、
本
書
の
翌
年
に
発
表
さ
れ
た
、
枢
軸
文
化
を
扱
っ
た
別
の
論
考
で
は
、「
私
た
ち
現
代
人
の
危
機
に
お
い
て
、
枢
軸
時
代
の
遺
産
は
援
助
た

る
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
重
荷
た
る
も
の
な
の
か
」、
そ
れ
こ
そ
が
「
私
の
本
当
の
主
題
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る

）
1（
（

。
こ
う
し
た
言
葉
は
、
枢

軸
時
代
を
論
じ
る
本
書
に
お
い
て
も
、
彼
の
本
当
の
関
心
が
近
現
代
社
会
に
あ
る
こ
と
を
裏
書
き
し
て
い
る
。

　
以
上
の
考
察
か
ら
は
、
本
書
『
人
間
進
化
に
お
け
る
宗
教
』
の
立
場
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
近
年
の
植
民
地
主
義
・
自
文
化
中
心
主
義
批
判
に

対
し
て
防
戦
的
な
も
の
に
止
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
こ
と
は
、
た
ん
に
ベ
ラ
ー
が
や
り
方
を
ま
ち
が
え
た
も
の
と
受
け
と
め
る
べ
き

で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
経
緯
は
、
今
の
学
問
状
況
に
お
い
て
、
宗
教
史
に
事
寄
せ
て
近
現
代
社
会
の
特
異
性
や
そ
の
問
題
点
を
探
ろ
う
と

す
る
問
題
設
定
自
体
が
き
わ
め
て
困
難
に
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
一
九
六
四
年
当
時
と
比
べ
た
と
き
、
二
〇
一
一
年
現
在
に
お

け
る
北
米
の
学
界
は
も
は
や
、
ベ
ラ
ー
ほ
ど
の
知
性
が
か
つ
て
の
五
十
倍
の
労
力
を
費
や
し
た
と
し
て
も
、
こ
の
問
題
関
心
を
整
合
し
た
し
か
た

で
貫
く
こ
と
が
で
き
な
い
状
況
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
下
に
あ
っ
て
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
や
ヤ
ス
パ
ー
ス
を
継
承
し
た
ベ

ラ
ー
の
挑
戦
に
、
今
後
受
け
継
ぐ
べ
き
価
値
が
あ
る
も
の
な
の
か
、
あ
る
と
す
れ
ば
ど
の
点
に
お
い
て
受
け
継
ぐ
べ
き
な
の
か
、
そ
う
し
た
考
察

も
ま
た
残
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
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、
二
〇
〇
八
年
。

（
11
）
こ
の
問
題
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
磯
前
順
一
「
宗
教
概
念
お
よ
び
宗
教
学
の
成
立
を
め
ぐ
る
研
究
概
況
」（『
近
代
日
本
の
宗
教
言
説
と
そ
の
系
譜
』
岩
波

書
店
、
二
〇
〇
三
年
）、
深
澤
英
隆
「「
宗
教
」
概
念
と
「
宗
教
言
説
」
の
現
在
」（
島
薗
進
・
鶴
岡
賀
雄
編
『〈
宗
教
〉
再
考
』
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
四
年
）、

Ｒ
・
マ
ッ
カ
チ
オ
ン
「「
宗
教
」
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
め
ぐ
る
近
年
の
議
論
」（
磯
前
順
一
・
山
本
達
也
編
『
宗
教
概
念
の
彼
方
へ
』
法
蔵
館
、
二
〇
一
一
年
）。

ま
た
、
次
の
拙
稿
で
も
こ
の
問
題
を
論
じ
た
。「
世
俗
化
論
に
お
け
る
宗
教
概
念
批
判
の
契
機
」（『
宗
教
研
究
』 

第
八
五
巻
第
三
号
、
日
本
宗
教
学
会
、

二
〇
一
一
年
）。

（
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）B

ellah, Religion in H
um

an E
volution, p. xxiii, p. 111 .

（
11
）B

ellah, Religion in H
um

an E
volution, p. 111 .

（
11
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
島
薗
進
に
よ
る
指
摘
が
あ
る
。
島
薗
進
「「
宗
教
の
進
化
」
を
論
じ
う
る
か
」（
富
永
健
一
・
徳
安
彰
編
著
『
パ
ー
ソ
ン
ズ
・
ル
ネ
ッ

サ
ン
ス
へ
の
招
待
』、
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
四
年
）
お
よ
び
「「
進
化
」
と
超
越
界
の
自
立
性
」（
Ｒ
・
ベ
ラ
ー
他
編
『
宗
教
と
グ
ロ
ー
バ
ル
市
民
社
会
』、

岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
）。

（
11
）
ア
サ
ド
に
よ
る
ギ
ア
ツ
批
判
は
、Talal A

sad, G
enealogies of Religion. B

altim
ore: Johns H

opkins U
niversity Press, （111 . 

Ｔ
・
ア
サ
ド
（
中
村
圭

志
訳
）『
宗
教
の
系
譜
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
。
ベ
ラ
ー
の
「
反
批
判
」
は
、Bellah, Religion in H

um
an E

volution, pp. 1（1-1（（ .  

そ
こ
で
ベ
ラ
ー

が
指
し
て
い
る
と
お
ぼ
し
き
箇
所
は
、
Ｅ
・
サ
イ
ー
ド
（
板
垣
雄
三
・
杉
田
英
昭
監
修
、
今
沢
範
子
訳
）『
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
』
下
、
平
凡
社
、

一
九
九
三
年
、
二
八
二
～
二
八
三
頁
。
な
お
、
一
九
八
五
年
の
論
文
に
な
る
と
サ
イ
ー
ド
の
ギ
ア
ツ
評
は
消
極
的
な
も
の
に
転
換
し
て
い
る
（「
オ
リ
エ
ン

タ
リ
ズ
ム
再
考
」、
前
掲
『
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
』
下
所
収
、
三
〇
五
頁
）。

（
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）B

ellah, Religion in H
um

an E
volution, p. xxiv, p. 111

（
11
）B

ellah, Introduction, The Robert B
ellah Reader, p. 1

.

（
1（
）R

obert N
. B

ellah, “
T

he H
eritage of the A

xial A
ge,”  in B

ellah and H
ans Joas eds, The A

xial A
ge and Its C

onsequences. C
am

bridge: B
elknap 

Press of H
arvard U

niversity Press, 11（1 , p. 111 .
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R. N. Bellah's Theory of Religious Evolution and
the Study of Religions Today. 

Ryosuke MOROOKA

　In his work Religion in Human Evolution published in 11（（, Robert Bellah had returned to 
the topic of religious revolution since he firstly argued it in （111. As compared with the 
paper 11 years ago, Religion in Human Evolution is characterized by its larger references 
both to historical works of each religious cultures and to theoretical ones including studies in 
evolutionary psychology.  

　These references can be interpreted as made in and against two recent trends in the study 
of religions, that is, criticism toward the Western ethnocentrism, and application of 
naturalistic evolutionary theory to religion.  Bellah introduces K. Jaspers' theory of axial age 
and M. Donald's theory of cognitive and cultural evolution, for distinguishing his own theory 
from the old fashioned type of evolutionary theory which had flourished in the late 
nineteenth century.  From G. Burghardt's theory of play, Bellah also employs a natural 
scientific language to avaid reductionism which most other naturalistic evolutionary theories 
entail.

　The fundamental aim of the book is the same as the one of the paper in （111; in his theory 
of religious evolution, Bellah attempts not only to explicate historical roots of the modern 
social dilemma he calls as “ecological crisis,” but also to figure out a way to conquer it.  
However, recent trends in the study of religion come to reject this type of discourse on 
religions as inadequate. With upgrading the theory of religious evolution, Bellah intends to 
show again the significance of engaging in the issue on modern societies and religions 
beyond the trends.

　It is fair to say, however, that Bellah never gives an answer to a fundamental problem with 
which the study of religions today is confronted, that is, one of cultural and political 
connotation the concept of religion necessarily implies.  Even though the substantial part of 
his book wouldn't lose its significance, the strategies Bellah applied in the work are regarded 
as just reactive to the criticism of the conceptual issue. After his death in 11（1, this difficulty 
still remains an unavoidable challenge for the study of religion today. 
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