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二
〇
二
〇
年
度
前
期
に
開
講
し
た
比
較
宗
教
学
講
義
の
一
部
を
公
開
す
る
。
宗
教
学
専
攻
の
学
生
時
代
、
多
様
な
宗
教
現
象
の
す
べ
て
を
通
覧
す
る
こ
と
は
難
し
い
に
し
て
も
、
せ
め
て
三

大
宗
教
を
概
観
す
る
授
業
が
あ
れ
ば
い
い
、
と
思
っ
て
い
た
。
み
ず
か
ら
大
学
の
教
壇
に
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
、
か
ね
て
漠
然
と
思
い
描
い
て
い
た
よ
う
な
授
業
を
我
流
で
組
み
立
て
て
試
行

錯
誤
を
続
け
て
い
く
う
ち
に
、
お
こ
が
ま
し
く
も
「
比
較
宗
教
学
」
を
僭
称
す
る
ま
で
に
な
っ
た
。
今
年
度
、
た
ま
た
ま
コ
ロ
ナ
禍
で
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
が
課
せ
ら
れ
る
状
況
下
、
こ
れ
ま
で

の
授
業
内
容
を
あ
ら
た
め
て
吟
味
し
直
し
て
文
章
化
し
、
オ
ン
デ
マ
ン
ド
で
提
供
す
る
こ
と
に
し
た
。
今
回
公
開
す
る
の
は
、
そ
の
な
か
で
宗
教
を
ど
う
と
ら
え
る
か
に
つ
い
て
概
説
す
る
序

論
的
な
部
分
で
あ
る
。
平
易
な
語
り
口
を
心
が
け
て
い
る
が
、
内
容
的
に
は
近
年
の
学
界
の
動
向
も
踏
ま
え
な
が
ら
、
宗
教
学
に
関
す
る
私
な
り
の
見
解
を
提
示
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

一
読
さ
れ
て
批
評
を
賜
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

は
じ
め
に

　

こ
れ
ま
で
の
学
校
教
育
の
な
か
で
、
み
な
さ
ん
が
「
宗
教
」
に
関
す
る
掘
り
下
げ
た
説

明
に
接
し
た
こ
と
は
、
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
等
の
一
部
の
宗
教
系
の
学
校
を
除
け
ば
、

お
そ
ら
く
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
世
界
史
や
日
本
史
、
現
代

社
会
や
倫
理
な
ど
の
教
科
の
な
か
で
宗
教
が
扱
わ
れ
る
場
合
に
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
人

間
の
歴
史
や
思
想
の
一
部
と
し
て
部
分
的
に
取
り
あ
げ
ら
れ
る
だ
け
で
は
な
か
っ
た
で
し

ょ
う
か
。

　

こ
の
「
比
較
宗
教
学
」
の
授
業
で
は
、
人
間
の
社
会
的
・
文
化
的
な
営
み
と
し
て
、
宗

教
を
客
観
的
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
宗
教
学
の
立
場
か
ら
、
世
界
の
三
大
宗
教
と
称
さ
れ

る
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
、
仏
教
を
取
り
上
げ
、
相
互
に
比
較
し
な
が
ら
概
観
し
ま

す
。
特
定
の
宗
教
や
信
仰
の
立
場
に
偏
る
こ
と
な
く
、
三
大
宗
教
の
概
要
を
解
説
し
な
が

ら
、
そ
も
そ
も
「
宗
教
と
は
何
か
」
を
考
え
て
い
き
ま
す
。

　

私
自
身
は
、
特
定
の
宗
教
を
信
じ
て
お
ら
ず
、
仏
壇
も
神
棚
も
な
く
初
詣
に
も
行
か
な

い
よ
う
な
家
に
生
ま
れ
育
っ
た
、
き
わ
め
て
世
俗
的
な
人
間
で
す
。
た
ま
た
ま
学
生
時
代

に
宗
教
学
と
い
う
学
問
に
出
会
っ
て
、
人
間
の
営
み
と
し
て
の
宗
教
現
象
に
興
味
を
覚

え
、
い
わ
ば
野
次
馬
の
よ
う
な
感
じ
で
こ
れ
に
向
き
合
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
私

か
ら
見
て
も
、
こ
の
授
業
で
取
り
上
げ
る
三
大
宗
教
は
、
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
面
白
い
対

象
と
言
え
ま
す
。

　

キ
リ
ス
ト
教
は
、
み
な
さ
ん
も
ご
存
知
の
通
り
、
西
欧
文
明
の
基
盤
を
な
す
宗
教
で
す
。

現
代
の
わ
れ
わ
れ
の
生
活
を
支
え
る
制
度
や
思
想
の
多
く
―
―
た
と
え
ば
議
会
制
民
主
主

義
や
基
本
的
人
権
、
科
学
や
資
本
主
義
等
―
―
は
、
西
欧
近
代
に
淵
源
し
ま
す
が
、
そ
れ

ら
は
実
の
と
こ
ろ
、
キ
リ
ス
ト
教
に
関
す
る
基
本
的
知
識
抜
き
に
は
理
解
で
き
ま
せ
ん
。

こ
の
こ
と
は
、
西
欧
の
文
学
や
美
術
な
ど
の
文
化
を
考
え
る
上
で
も
同
様
で
す
。

　

ま
た
、
二
〇
〇
一
・
九
・
一
一
の
ア
メ
リ
カ
同
時
多
発
テ
ロ
で
幕
を
開
け
た
今
世
紀
、

ま
す
ま
す
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
進
む
世
界
情
勢
に
お
い
て
は
、
中
東
の
イ
ス
ラ
ム

諸
国
の
動
向
か
ら
目
が
離
せ
ま
せ
ん
。
そ
の
際
、
イ
ス
ラ
ム
教
―
―
三
大
宗
教
の
な
か
で

�
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二

も
わ
れ
わ
れ
日
本
人
に
と
っ
て
は
最
も
縁
遠
い
―
―
に
関
す
る
基
本
的
知
識
が
不
可
欠
で

あ
る
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
で
し
ょ
う
。

　

仏
教
は
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
に
と
っ
て
最
も
身
近
な
宗
教
の
一
つ
と
言
え
ま
す
。
け
れ

ど
も
、
み
な
さ
ん
の
実
家
が
、
ど
ん
な
宗
派
の
寺
の
檀
家
に
な
っ
て
い
て
、
ど
ん
な
教
え

に
基
づ
い
て
い
る
か
、
知
っ
て
い
る
人
が
ど
れ
ほ
ど
い
る
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
で
も
、
日

本
の
思
想
や
文
化
を
理
解
す
る
上
で
、
イ
ン
ド
に
端
を
発
し
中
国
・
朝
鮮
を
経
て
伝
え
ら

れ
た
仏
教
に
関
す
る
基
本
的
知
識
は
、
こ
れ
ま
た
不
可
欠
と
言
え
ま
す
。

　

さ
ら
に
は
、
わ
れ
わ
れ
の
生
活
に
、
こ
の
よ
う
に
直
接
的
な
い
し
は
間
接
的
に
影
響
を

及
ぼ
し
て
い
る
宗
教
と
は
、
そ
も
そ
も
い
っ
た
い
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
の
か
、
こ
の
問

い
も
ま
た
興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

も
ち
ろ
ん
、
三
ヶ
月
あ
ま
り
の
授
業
の
な
か
で
は
、
き
わ
め
て
概
括
的
な
説
明
し
か
提

示
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
む
し
ろ
、
世
界
の
三
大
宗
教
の
足
跡
を
コ
ン
パ
ク
ト
に

た
ど
り
、
そ
れ
ら
を
相
互
に
簡
潔
に
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
に
と
っ
て
宗
教
が

ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
か
を
、
か
え
っ
て
ク
リ
ア
に
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ま
す
。

　

そ
の
前
提
と
し
て
、
ま
ず
は
こ
の
授
業
で
の
「
宗
教
の
と
ら
え
方
」
に
関
連
し
て
、
基

本
的
な
知
識
を
整
理
し
て
い
き
ま
す
。

第
一
章
　
宗
教
の
と
ら
え
方

０
宗
教
の
字
義

　

さ
て
、
宗
教
と
は
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
こ
で
は
、「
宗
教
」
と
い
う
言
葉
の
成
り
立
ち
を
、
古
代
中
国
に
遡
っ
て
考
え
て
み

ま
す
。
み
な
さ
ん
も
知
っ
て
い
る
通
り
、
漢
字
は
表
意
文
字
で
す
。
ま
ず
は
「
宗
」
の
字

の
意
味
を
探
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
ま
し
ょ
う
。

　
「
宗
」
と
い
う
字
は
、「
宀

う
か
ん
む
り

」
と
「
示

し
め
す
へ
ん

」
か
ら
な
っ
て
い
ま
す
。「
宀
」
は
屋
根
、

ひ
い
て
は
屋
根
の
あ
る
建
物
を
表
わ
し
て
い
ま
す
。「
示
」
は
、
真
ん
中
の
ロ
ー
マ
字
の

Ｔ
の
よ
う
な
部
分
が
、
脚
の
上
に
板
が
載
せ
ら
れ
た
卓
（
テ
ー
ブ
ル
）
を
表
わ
し
、
そ
の

上
に
生い

け

贄に
え

が
横
た
え
ら
れ
て
い
る
さ
ま
を
表
わ
し
て
い
ま
す
。
そ
の
下
の
二
つ
の
点
は
、

屠ほ
ふ

ら
れ
た
生
贄
か
ら
血
が
滴し

た
たる

さ
ま
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
す
。

　
「
示
」
は
要
す
る
に
、
動
物
を
殺
し
て
神
に
捧
げ
る
供く

犠ぎsacrifice

の
場
面
を
リ
ア
ル

に
示
し
て
い
る
訳
で
す
。
生
贄
に
選
ば
れ
る
動
物
は
主
に
家
畜
―
―
牛
や
豚
、
山
羊
、
羊
、

鶏
等
―
―
で
、
苦
し
ま
な
い
よ
う
に
頸
動
脈
を
切
っ
て
一
気
に
殺
す
の
が
一
般
的
で
す
。

当
然
、
血
液
が
大
量
に
ほ
と
ば
し
る
の
で
、
そ
れ
が
「
示
」
の
形
象
を
生
み
出
し
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
日
本
で
は
、
神
へ
の
儀
礼
と
し
て
の
血
な
ま
ぐ
さ
い
供
犠
は
あ
ま
り
発
展

し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
世
界
的
に
見
れ
ば
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
儀
礼
、
あ
る
い
は
典
型
的
な

儀
礼
と
も
言
え
ま
す
。
た
と
え
ば
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
や
オ
リ
エ
ン
ト
、
南
北
ア
メ
リ
カ
の

先
住
民
社
会
、
ア
フ
リ
カ
や
東
南
ア
ジ
ア
、
中
国
で
も
古
代
か
ら
さ
か
ん
に
行
な
わ
れ
た

儀
礼
な
の
で
す
。

　
「
宗
」
の
字
義
に
戻
れ
ば
、
神
々
に
生
贄
を
捧
げ
る
建
物
が
原
義
で
、
こ
れ
が
や
が
て
、

神
を
祀
る
建
物
、
そ
の
尊
い
性
格
、
生
贄
が
捧
げ
ら
れ
る
神
そ
の
も
の
、
さ
ら
に
は
神
の

性
質
、
す
な
わ
ち
神
々
し
い
あ
り
さ
ま
を
指
す
よ
う
に
な
り
ま
す）

（
（

。

　

と
こ
ろ
で
、
イ
ン
ド
か
ら
中
国
に
仏
教
が
正
式
に
伝
来
し
た
の
は
紀
元
一
世
紀
頃
と
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
二
世
紀
以
降
、
古
代
イ
ン
ド
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
書
か
れ
て
い
た

ス
ー
ト
ラ
（
経
典
）
が
、
中
国
語
に
翻
訳
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
も
と
も
と
中
国
に
は
「
中

華
思
想
」
が
あ
っ
て
、
自
分
た
ち
は
常
に
世
界
の
中
心
に
あ
る
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
い

わ
ば
文
化
の
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
自
負
が
存
在
し
て
い
た
の
で
、
イ
ン
ド
か
ら
伝
え
ら
れ

た
経
典
も
、
す
べ
て
中
国
語
に
翻
訳
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
す
。

　

そ
の
際
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
のsiddhānta

）
（
（

（
成
就
さ
れ
た
も
の
の
極
致
＝
仏
教
の

根
本
真
理
）
の
訳
語
と
し
て
「
宗
」
の
文
字
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。「
宗
」

は
言
葉
で
は
表
わ
し
難
い
深
遠
な
真
理
で
す
が
、
し
か
し
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
の
か
を
な
ん
と
か
指
し
示
し
、
さ
ら
に
は
そ
こ
に
至
る
に
は
ど
の
よ
う
に
修
行
す
れ
ば

よ
い
の
か
が
説
明
さ
れ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
う
し
て
「
宗
（siddhānta

）」
に
人
び
と

を
導
く
た
め
の
教
え
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
が
「
宗
教
」
と
い
う
言
葉
で
表
わ
さ
れ

た
の
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
、「
宗
教
」
は
元
来
、
今
で
言
う
仏
教
を
意
味
す
る
言
葉
だ

っ
た
の
で
す
。

　

も
っ
と
も
、「
宗
教
」
の
こ
の
よ
う
な
用
例
は
き
わ
め
て
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

現
代
の
日
本
の
研
究
者
が
日
本
や
中
国
の
膨
大
な
仏
教
関
連
の
文
献
を
探
索
し
た
結
果
、

よ
う
や
く
明
ら
か
に
な
っ
た
事
実
で
す）

（
（

。
こ
の
言
葉
は
仏
教
の
学
問
上
の
議
論
の
ご
く
一

部
に
見
ら
れ
る
だ
け
で
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
一
般
に
は
用
い
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

現
在
の
よ
う
に
、「
宗
教
」
が
あ
り
ふ
れ
た
言
葉
と
し
て
定
着
し
て
い
く
の
は
、
明
治
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三

以
降
の
こ
と
で
す
。
幕
末
か
ら
す
で
に
、
仏
教
以
外
の
文
脈
で
「
宗
教
」
の
用
例
が
見
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
が
、
と
り
わ
け
明
治
に
な
る
と
欧
米
のreligion

（
英
語
、
フ

ラ
ン
ス
語
、
ド
イ
ツ
語
と
も
同
じ
ス
ペ
ル
）
の
訳
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
す）

（
（

。
当
初
、religion

の
訳
語
と
し
て
は
、「
宗
教
」
以
外
に
も
「
宗
法
」
や
「
宗
門
」

等
い
く
つ
か
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
明
治
一
〇
年
（
一
八
七
七
）
頃
に
な
る

と
、「
宗
教
」
の
語
が
定
着
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
た
と
え
ば
「
仏
教
」
と
い
う
言
い

方
も
、
仏
陀
（
ブ
ッ
ダ
）
の
説
い
た
「
宗
教
」
と
い
う
意
味
で
、
明
治
以
降
用
い
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
表
現
な
の
で
す
。
江
戸
時
代
ま
で
は
一
般
に
は
「
仏
法
」
や
「
宗
旨
」
等

の
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

と
す
る
な
ら
ば
、
次
に
は
、
欧
米
語
のreligion

の
意
味
が
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
り

ま
せ
ん
。
英
語
で
も
フ
ラ
ン
ス
語
で
も
ド
イ
ツ
語
で
も
ス
ペ
ル
は
同
じ
で
す
が
、
そ
れ

は
、
ラ
テ
ン
語
のreligio

が
語
源
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
西
欧
の
言
葉
の
な
か
で

も
抽
象
的
な
言
葉
は
、
ラ
テ
ン
語）

（
（

や
ギ
リ
シ
ア
語）

（
（

が
語
源
に
な
っ
て
い
る
も
の
が
ほ
と
ん

ど
で
、
そ
の
た
め
類
似
し
た
ス
ペ
ル
で
あ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
。

　

さ
て
、
ラ
テ
ン
語
のreligio

に
も
そ
の
語
源
が
あ
る
は
ず
で
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て

は
、
い
ろ
い
ろ
な
説
が
立
て
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
な
か
で
も
最
も
有
名
な
も
の
と
し

て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
学
者
で
護
教
家）

（
（

で
あ
っ
た
ラ
ク
タ
ン
テ
ィ
ウ
ス
（
二
四
〇
？

―
三
二
〇
？
）
の
説
が
あ
り
ま
す
。
彼
に
よ
れ
ば
、religio

は
、
も
と
も
とre

（
再
び
）

と
い
う
接
頭
辞
とligare

（
結
び
付
け
る
）
と
い
う
動
詞
が
結
び
付
い
た
も
の
と
さ
れ
ま

す
。「
再
び
結
び
付
け
る
」
と
い
う
の
が
、religio

の
も
と
も
と
の
意
味
だ
っ
た
と
さ
れ

る
の
で
す
。「
再
び
結
び
付
け
る
」
と
言
わ
れ
て
も
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
何
の
こ
と
か

は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
が
、
こ
の
解
釈
の
真
意
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
背

後
に
は
、
ラ
ク
タ
ン
テ
ィ
ウ
ス
が
護
教
家
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
を
擁
護
す
る
立
場
に
あ
っ

た
と
い
う
事
情
が
隠
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

後
で
詳
し
く
見
ま
す
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
自
己
理
解
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
旧
約

聖
書
の
創
世
記
に
記
さ
れ
た
エ
デ
ン
の
園
―
―
神
が
創
っ
た
最
初
の
人
間
で
あ
る
ア
ダ
ム

と
エ
バ
が
、
神
の
庇
護
の
も
と
幸
福
に
暮
し
て
い
た
―
―
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
神
と

人
間
は
も
と
も
と
密
接
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
エ
バ
が
蛇
に
そ
そ
の

か
さ
れ
て
、
神
か
ら
禁
じ
ら
れ
て
い
た
木
の
実
―
―
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
な
リ
ン
ゴ
で
は

な
い
―
―
を
食
べ
て
し
ま
い
、
神
の
怒
り
に
触
れ
た
二
人
は
、
エ
デ
ン
の
園
を
追
放
さ
れ

て
し
ま
い
ま
す
。
要
す
る
に
、
こ
の
時
点
で
神
と
人
間
と
の
絆
が
断
ち
切
ら
れ
て
し
ま
っ

た
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
神
に
そ
む
く
人
間
の
本
性
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
原
罪
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

な
の
で
す
が
、
断
ち
切
ら
れ
た
絆
を
回
復
す
る
べ
く
、
こ
の
世
に
遣
わ
さ
れ
た
の
が
イ
エ

ス
＝
キ
リ
ス
ト
だ
っ
た
と
い
う
の
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
自
己
理
解
な
の
で
す
。
イ
エ
ス
に

よ
っ
て
、
人
間
と
神
は
再
びre

結
び
付
けligare

ら
れ
た
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
キ

リ
ス
ト
教
こ
そ
が
真
のreligio

な
の
だ
、
と
い
う
の
が
ラ
ク
タ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の
主
張
だ

っ
た
わ
け
で
す
。

　

こ
の
説
は
、
た
と
え
ば
「
西
欧
の
父
」
と
称
さ
れ
る
最
大
の
教
父）

（
（

、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
（354-430

）
に
も
受
け
継
が
れ
、
さ
ら
に
中
世
を
通
じ
て
キ
リ
ス
ト
教
の
い
わ
ば
公

式
見
解
と
な
り
ま
す
。
た
し
か
に
う
ま
く
で
き
た
話
で
は
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
な
が
ら

近
代
以
降
の
言
語
学
の
見
地
か
ら
言
う
と
、religare

か
らreligio

に
語
形
が
変
化
す
る

こ
と
は
原
理
上
あ
り
得
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
要
す
る
に
こ
の
説
は
、
ロ
ー
マ
帝
国
か

ら
の
キ
リ
ス
ト
教
迫
害
を
避
け
る
た
め
に
、
ラ
ク
タ
ン
テ
ィ
ウ
ス
が
作
り
出
し
た
、
あ
る

意
味
で
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
だ
っ
た
の
で
す
。

　

今
の
と
こ
ろ
、religio

の
正
確
な
語
源
は
分
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
古
代
ロ
ー
マ
に
お
け

る
そ
の
用
例
を
調
べ
て
い
く
と
、
当
初
は
、
神
々
に
向
け
ら
れ
た
儀
礼
の
公
的
な
執
行
を

意
味
す
る
も
の
が
大
半
で
し
た
。
個
人
の
内
面
的
な
信
仰
や
祈
り
と
い
っ
た
、
現
在
な
ら

ば
宗
教
に
含
ま
れ
る
も
の
は
そ
こ
に
は
ま
だ
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
そ
の
使
用
頻
度
も

少
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
が
登
場
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
先
ほ
ど
の
ラ
ク
タ

ン
テ
ィ
ウ
ス
の
説
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
当
時
の
ロ
ー
マ
帝
国
内
の
諸
他
の
宗
教
は
「
迷

信
」（superstitio

）
に
ほ
か
な
ら
ず
、
キ
リ
ス
ト
教
こ
そ
が
真
のreligio

で
あ
る
、
と

い
っ
た
議
論
も
現
わ
れ
ま
す
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
世
に
至
る
ま
で
、
現
在
で
い
う
「
宗

教
」
の
内
容
を
意
味
す
る
言
葉
と
し
て
は
、fides

（
信
仰
）、lex

（
法
）、secta

（
党
派
）

の
方
が
多
用
さ
れ
、religio

の
出
番
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

近
代
に
な
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
び
と
の
視
野
が
広
が
り
、
そ
れ
に
つ
れ
てreligio

が
、
新
た
な
意
味
を
に
な
っ
て
多
用
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
な
り
ま
す
。
ま
ず
、
一
五
世
紀

以
降
の
大
航
海
時
代
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
び
と
が
世
界
各
地
に
進
出
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

以
外
の
地
で
神
々
に
対
す
る
儀
礼
や
信
仰
が
多
様
な
形
で
存
在
し
て
い
る
の
を
目
撃
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ら
は
、
そ
れ
ま
で
彼
ら
が
知
っ
て
い
た
宗
教
―
―
キ



比
較
宗
教
学
講
義
Ⅰ
―
―
宗
教
の
と
ら
え
方

四

リ
ス
ト
教
、
ユ
ダ
ヤ
教
、
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
神
話
の
神
々
に
対
す
る
儀
礼
や
信
仰
、
そ

し
て
イ
ス
ラ
ム
教
等
―
―
と
は
異
質
の
も
の
で
し
た
が
、
し
か
し
直
接
目
に
は
見
え
な
い

神
々
に
対
す
る
営
み
と
い
う
点
で
は
、
共
通
す
る
部
分
も
見
て
取
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
内
部
で
は
、
一
六
世
紀
の
宗
教
改
革
に
よ
っ
て
、
中
世
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
君
臨
し
て
い
た
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
権
威
が
揺
ら
い
で
い
き
ま
す
。

言
っ
て
み
れ
ば
「
真
のreligio

」
が
内
部
分
裂
し
て
、
そ
の
「
真
理
性
」
に
疑
い
の
ま
な

ざ
し
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
さ
ら
に
一
八
世
紀
以
降
の
啓
蒙
主
義
―
―

理
性
の
光
に
照
ら
し
て
す
べ
て
の
も
の
を
吟
味
し
て
い
こ
う
と
す
る
思
想
―
―
の
登
場
に

よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
も
含
む
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
に
共
通
す
る
本
質
を
見
出
そ
う
と
す
る

視
点
が
生
ま
れ
て
き
ま
す
。
こ
う
し
て
、
そ
れ
ま
で
あ
ま
り
用
い
ら
れ
て
い
な
か
っ
た

religio

＝religion

の
語
が
、
多
様
な
宗
教
を
包
摂
す
る
類
概
念
と
し
て
新
た
な
装
い
の

も
と
に
、
多
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
教
も
イ
ス
ラ
ム
教
も
、

あ
る
い
は
ア
メ
リ
カ
先
住
民
の
宗
教
も
、
さ
ら
に
は
仏
教
や
神
道
も
、
一
つ
のreligion

と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
（
類
）
の
な
か
に
含
ま
れ
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
く
枠
組
み
が
成

立
し
た
の
で
し
た
。

　

明
治
維
新
後
、religion

の
訳
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
「
宗
教
」
と
い

う
日
本
語
は
、
こ
の
よ
う
な
類
概
念
と
し
て
のreligion

に
対
応
す
る
も
の
な
の
で
す
。

そ
し
て
、「
宗
教
」
の
語
を
用
い
る
と
き
、
な
ん
と
な
く
よ
そ
よ
そ
し
い
、
し
っ
く
り
来

な
い
感
覚
が
あ
る
―
―
少
な
く
と
も
私
は
そ
う
な
の
だ
が
―
―
の
は
、
あ
る
い
は
、
こ
の

よ
う
に
近
代
西
洋
で
生
ま
れ
た
類
概
念
と
し
て
のreligion

に
対
す
る
、
ひ
そ
や
か
な
違

和
感
に
由
来
す
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

実
は
、
二
〇
世
紀
後
半
に
顕
著
と
な
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
あ
る
い
は
近
代
批
判
の
流
れ
の

な
か
で
、
宗
教
学
で
も
一
九
九
〇
年
代
、
従
来
の
「
宗
教
」
概
念
を
批
判
的
に
検
討
す
る

動
き
が
加
速
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
西
欧
に
生
ま
れ
た
、
あ
る
意
味
で
は
ロ
ー
カ
ル

なreligion

の
概
念
に
は
キ
リ
ス
ト
教
的
な
偏
向
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
西
欧
以

外
の
地
域
の
宗
教
に
あ
て
は
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
批
判
で

す
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
そ
も
そ
も
宗
教
現
象
な
る
も
の
が
実
体
と
し
て
存
在
し
、
そ
れ
ら

に
共
通
す
る
普
遍
的
な
本
質
を
探
る
営
み
―
―
要
す
る
に
従
来
の
宗
教
学
の
営
み
な
の
だ

が
―
―
自
体
、
果
た
し
て
ど
れ
ほ
ど
の
意
味
を
持
ち
う
る
の
か
と
い
う
、
よ
り
根
源
的
な

批
判
も
登
場
し
ま
し
た）

（
（

。

　

た
し
か
に
、
先
ほ
ど
触
れ
た
「
宗
教
」
と
い
う
言
葉
に
対
す
る
私
の
違
和
感
は
、
明
治

以
降
、
日
本
の
な
か
で
作
り
出
さ
れ
た
「
宗
教
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
無
意
識
の
う
ち
に
キ

リ
ス
ト
教
、
と
り
わ
け
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
―
―

た
と
え
ば
、
内
面
的
な
深
い
信
仰
が
宗
教
の
中
心
に
あ
り
、
し
か
も
信
者
は
道
徳
的
に
も

正
し
く
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
た
―
―
こ
と
に
起
因
す
る
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

　

た
だ
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、「
宗
教
」
と
い
う
概
念
を
放
棄
し
て
し
ま
え
ば
い
い
、
と

い
う
単
純
な
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。religion

＝
「
宗
教
」
概
念
が
、
西
欧
近
代
、
さ

ら
に
は
日
本
近
代
に
お
い
て
構
築
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
偏
り
が
含
ま
れ
て
い

る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
枠
組
み
で
し
か
と
ら
え
ら
れ
な
い
人
間

の
営
み
が
現
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
も
ま
た
事
実
な
の
で
す
。

　

こ
の
授
業
で
は
、「
宗
教
」
概
念
が
も
つ
限
界
と
制
約
を
意
識
し
つ
つ
、
人
間
に
と
っ

て
宗
教
が
も
つ
意
味
を
考
え
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

註（
（
）�

実
際
、「
示
」
は
宗
教
に
関
わ
る
字
に
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。ex.

神
、
祈
、
礼
、
祭
、
社
、

祠
、
祷
、
祇etc.

（
（
）�

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
表
記
に
は
、
ブ
ラ
ー
フ
ミ
ー
文
字
（
漢
字
文
化
圏
で
は
梵
字
と
呼
ば

れ
る
）
と
い
う
特
殊
な
文
字
が
用
い
ら
れ
た
が
、
こ
こ
で
は
ロ
ー
マ
字
化
し
て
い
る
。

（
（
）�

川
田
熊
太
郎
『
仏
教
と
哲
学
』（
平
楽
寺
書
店
、（（（（

、pp.（（-（（

）。
さ
ら
に
詳
し
い
議
論

と
し
て
は
、
中
村
元
「「
宗
教
」
と
い
う
訳
語
」（『
学
士
院
紀
要
』（（-（

、（（（（

）
が
あ
る
。

ち
な
み
に
中
村
元
（（（（（-（（

）
は
松
江
市
出
身
の
著
名
な
イ
ン
ド
学
者
で
、
二
〇
一
二
年
の

生
誕
一
〇
〇
周
年
を
記
念
し
て
、
松
江
市
八
束
町
（
大
根
島
）
に
「
中
村
元
記
念
館
」
が
開

館
し
た
。

（
（
）�

そ
の
最
初
の
用
例
と
し
て
よ
く
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
の
は
、
明
治
二
年
（（（（（

）
に
締
結

さ
れ
た
「
独
逸
北
部
連
邦
ト
ノ
修
好
通
商
航
海
条
約
」
の
な
か
で
、
ド
イ
ツ
語
のReligion

の
訳
語
と
し
て
「
宗
教
」
の
語
が
用
い
ら
れ
た
事
例
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
詳
し
く
は
、

鈴
木
範
久
『
明
治
宗
教
思
潮
の
研
究
―
―
宗
教
学
事
始
』（
東
京
大
学
出
版
会
、（（（（

）
序
章

第
二
節
一
「「
宗
教
」
と
い
う
言
葉
」、
ま
た
近
年
の
も
の
と
し
て
は
、
い
さ
さ
か
強
引
な
立

論
が
目
に
付
く
が
、
磯
前
順
一
『
近
代
日
本
の
宗
教
言
説
と
そ
の
系
譜
―
―
宗
教
・
国
家
・

神
道
』（
岩
波
書
店
、（00（

）
第
一
章
一
「
宗
教
と
い
う
訳
語
の
成
立
ま
で
―
―
幕
末
か
ら
明

治
一
〇
年
ま
で
」
を
参
照
の
こ
と
。

（
（
）�

古
代
ロ
ー
マ
帝
国
で
用
い
ら
れ
て
い
た
言
語
。
中
世
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
と
く
に
知
識
階



人
間
科
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要

　
第
四
号

　
二
〇
二
一
年
三
月

五

級
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
る
学
問
語
だ
っ
た
。
現
在
で
も
生
物
の
分
類
に
用
い
る
学
名
―
―
た

と
え
ばhom

o�sapiens

―
―
は
ラ
テ
ン
語
で
あ
る
。

（
（
）�
た
と
え
ば
哲
学
（philosophy

）
発
祥
の
地
と
さ
れ
る
こ
と
に
典
型
的
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、

古
代
ギ
リ
シ
ア
文
明
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
な
ら
ん
で
西
欧
の
文
化
・
学
問
の
源
流
の
一
つ
で

あ
る
。

（
（
）�

神
学
者
と
は
、
後
で
も
触
れ
る
が
、
特
定
の
宗
教
、
こ
の
場
合
は
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
の

立
場
か
ら
、
そ
の
宗
教
に
つ
い
て
の
理
論
を
構
築
す
る
研
究
者
の
こ
と
を
指
す
。
こ
の
当
時
、

キ
リ
ス
ト
教
は
ロ
ー
マ
帝
国
の
な
か
で
迫
害
の
対
象
と
な
っ
て
い
て
、
神
学
の
最
大
の
任
務

は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
正
当
性
を
論
証
し
て
こ
れ
を
護
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
護
教
家

と
は
、
そ
の
よ
う
に
迫
害
に
抗
し
て
キ
リ
ス
ト
教
を
擁
護
し
よ
う
と
し
た
神
学
者
の
こ
と
を

指
し
て
い
る
。

（
（
）�

初
期
の
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
、
と
く
に
指
導
的
立
場
に
あ
っ
た
神
学
者
の
こ
と
。

（
（
）�

以
上
に
見
て
き
た
、religio

の
概
念
史
、
さ
ら
に
は
「
宗
教
」
概
念
批
判
を
め
ぐ
る
議
論
に

つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
深
澤
英
隆
「
宗
教
」（
星
野
英
紀
ほ
か
編
『
宗
教
学
事
典
』［
丸
善
、

（0（0

、pp.（（（-（0（

］）
を
参
照
の
こ
と
。
よ
り
詳
し
く
は
、
深
澤
英
隆
「
宗
教
の
生
誕
―
―

近
代
宗
教
概
念
の
生
成
と
呪
縛
」（
深
澤
英
隆
『
啓
蒙
と
霊
性
―
―
近
代
宗
教
言
説
の
生
成
と

変
容
』［
岩
波
書
店
、（00（

］、
所
収
）
を
参
照
の
こ
と
。

１
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
宗
教
観

　

以
上
、
宗
教
の
字
義
を
簡
単
に
た
ど
っ
て
き
ま
し
た
。
わ
れ
わ
れ
が
現
在
用
い
て
い
る

「
宗
教
」
と
い
う
概
念
が
、
近
代
以
降
の
西
欧
で
作
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
も
う
少
し
、
宗
教
の
と
ら
え
方
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
ま
す
。

　

そ
の
た
め
に
、
ま
ず
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
思
想
家
た
ち
の
宗
教
観
を
取
り
上
げ
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
一
つ
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
成
立
以
前
の
古
代
ギ
リ
シ
ア

で
は
、
思
想
家
た
ち
は
か
な
り
自
由
に
宗
教
的
な
も
の
に
つ
い
て
の
思
索
を
く
り
ひ
ろ

げ
、
そ
こ
に
は
す
で
に
、
そ
れ
以
降
の
西
欧
に
お
け
る
宗
教
の
と
ら
え
方
の
基
本
的
な
パ

タ
ー
ン
が
出
そ
ろ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
す
。
今
一
つ
に
は
、
古
代
ギ
リ
シ

ア
の
宗
教
や
思
想
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
な
ら
ん
で
西
欧
の
思
想
・
文
化
の
源
流
の
一
つ
と

な
っ
て
お
り
、
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
の
成
立
に
お
い
て
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か

ら
で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
の
説
明
に
入
る
前
に
、
ギ
リ
シ
ア
の
宗
教
と
思
想
に
つ
い
て
最
低

限
、
触
れ
て
お
く
こ
と
も
必
要
だ
と
考
え
ま
す
。

　

さ
て
、
最
初
に
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
宗
教
観
を
眺
め
る
前
提
と
し
て
、
基
本
的
な
知
識

を
整
理
し
て
お
き
ま
す
。

　

古
代
ギ
リ
シ
ア
で
は
、
紀
元
前
八
世
紀
以
降
、
各
地

に
ポ
リ
ス
（
都
市
国
家
）
が
作
ら
れ
、
ペ
ル
シ
ア
戦
争

（B.C500-449

）
を
経
て
ア
テ
ナ
イ
と
ス
パ
ル
タ
を
中

心
に
最
盛
期
を
迎
え
ま
す
が
、
両
者
が
争
っ
た
ペ
ロ
ポ

ネ
ソ
ス
戦
争
（B.C.431-404

）
以
降
、
徐
々
に
衰
退
に

向
か
い
、
紀
元
前
四
世
紀
後
半
に
は
マ
ケ
ド
ニ
ア
の
支

配
下
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
の
間
、
政
治

的
な
統
一
は
実
現
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
ギ
リ
シ
ア
人

（
ヘ
レ
ネ
ス
）
と
し
て
の
共
通
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

は
、
ギ
リ
シ
ア
語）

（
（

と
ギ
リ
シ
ア
神
話
に
よ
っ
て
維
持
さ

れ
て
い
た
、
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

ギ
リ
シ
ア
神
話
は
、
も
と
も
と
各
地
に
伝
え
ら
れ
て

い
た
神
々
に
つ
い
て
の
伝
承
が
、
紀
元
前
九
世
紀
か
ら

八
世
紀
に
か
け
て
、
ホ
メ
ロ
ス
（『
イ
ー
リ
ア
ス
』、『
オ

デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』）
と
ヘ
シ
オ
ド
ス
（『
神
統
記
』）
の

叙
事
詩
に
よ
っ
て
体
系
化
さ
れ
た
も
の
で
す
。
そ
の

後
、
多
く
の
思
想
家
や
文
学
者
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
に

潤
色
・
展
開
さ
れ
、
さ
ら
に
は
ロ
ー
マ
の
神
話
と
も
習

合
し
、
西
欧
文
化
の
一
源
流
と
な
っ
て
い
く
の
で
す
。

た
だ
し
、
ル
ネ
サ
ン
ス
絵
画
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ

う
な
甘
美
な
イ
メ
ー
ジ
と
は
違
っ
て
、
も
と
も
と
の
ギ

リ
シ
ア
神
話
は
、
か
な
り
武
骨
・
猥
雑
で
残
虐
な
物
語

が
多
く
含
ま
れ
て
い
ま
す）

（
（

。

　

ギ
リ
シ
ア
神
話
に
登
場
す
る
主
な
神
々
の
系
譜
を
簡

単
に
整
理
す
る
と
、
上
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

オ
リ
ュ
ン
ポ
ス
十
二
神
は
、
ゼ
ウ
ス
を
主
神
と
し
て

オ
リ
ュ
ン
ポ
ス
山
（
標
高2,917m

。
ギ
リ
シ
ア
の
最

高
峰
）
に
住
ま
う
代
表
的
な
神
々
で
す
が
、
み
な
さ
ん

も
知
っ
て
い
る
通
り
、
た
と
え
ば
ア
プ
ロ
デ
ィ
テ
は

美
、
ヘ
ス
テ
ィ
ア
は
か
ま
ど
、
デ
メ
テ
ル
は
農
耕
、
ポ



比
較
宗
教
学
講
義
Ⅰ
―
―
宗
教
の
と
ら
え
方

六

セ
イ
ド
ン
は
海
、
ア
ポ
ロ
ン
は
芸
術
と
医
療
、
ア
レ
ス
は
戦
争
、
ヘ
パ
イ
ス
ト
ス
は
火
と

鍛
冶
等
々
、
そ
れ
ぞ
れ
の
神
に
は
管
轄
が
定
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
ち
な
み
に
デ
ィ
オ
ニ
ュ

ソ
ス
は
も
と
も
と
、
ギ
リ
シ
ア
北
方
の
ト
ラ
キ
ア
地
方
の
葡
萄
酒
の
神
で
、
後
に
ヘ
ス
テ

ィ
ア
に
代
わ
っ
て
十
二
神
に
加
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
に
登
場
す
る
こ
の
よ
う
な
神
々
の
特
徴
と
し
て
は
、
ま
ず
、
き

わ
め
て
人
間
的
な
姿
で
描
か
れ
て
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
大
理
石

の
彫
刻
に
残
さ
れ
た
神
像
が
、
人
間
と
ま
っ
た
く
同
じ
姿
を
し
て
い
る
の
は
、
み
な
さ
ん

も
見
た
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
神
話
に
描
か
れ
る
神
々
の
生

活
も
と
て
も
人
間
く
さ
い
も
の
で
す
。

　

た
と
え
ば
ホ
メ
ロ
ス
の
描
く
神
話
で
は
、
ゼ
ウ
ス
は
無
類
の
女
好
き
で
、
女
神
で
あ
ろ

う
が
人
間
の
女
性
で
あ
ろ
う
が
、
美
し
い
女
性
と
見
れ
ば
見
境
な
し
に
追
い
か
け
ま
す
。

そ
れ
に
対
し
て
正
妻
の
ヘ
ラ
は
無
類
の
焼
き
餅
焼
で
、
夫
が
手
を
出
し
た
女
性
に
こ
と
ご

と
く
意
地
悪
を
し
ま
す
。
あ
る
い
は
ま
た
、
神
々
は
人
間
の
生
活
に
さ
ま
ざ
ま
に
介
入
し
、

神
々
同
士
で
も
裏
切
っ
た
り
嘘
を
つ
い
た
り
、
現
実
の
人
間
と
同
様
、
喜
怒
哀
楽
の
ま
ま

に
ふ
る
ま
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
神
々
の
描
き
方
はanthoropom

orphism

（
英
語
。「
神

人
同
形
説
」
な
い
し
は
「
擬
人
神
観
」）
と
呼
ば
れ
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
ほ
ど
に
は
徹
底
さ

れ
て
い
な
い
も
の
の
、
世
界
中
い
た
る
所
に
見
出
さ
れ
ま
す
。

　

古
代
ギ
リ
シ
ア
で
は
、
こ
の
よ
う
に
人
間
く
さ
い
神
々
が
日
常
的
に
信
仰
の
対
象
に
な

っ
て
い
た
の
で
す
が
、
と
く
に
そ
れ
ぞ
れ
の
ポ
リ
ス
に
は
守
護
神
が
い
て
立
派
な
神
殿
が

建
て
ら
れ
、
そ
の
祭
礼
は
、
大
規
模
な
行
列
や
大
が
か
り
な
供
犠
な
ど
、
盛
大
に
執
り
行

な
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
い
わ
ば
公
的
な
宗
教
以
外
に
も
、
信
者
の
み
が
参
加
で
き

る
秘
密
の
儀
式
＝
密
儀
（
ミ
ュ
ス
テ
リ
オ
ン
）
も
広
く
行
な
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
た
と
え

ば
デ
メ
テ
ル
と
そ
の
娘
ペ
ル
セ
ポ
ネ
に
関
わ
る
エ
レ
ウ
シ
ス
の
秘
儀
や
、
儀
式
の
熱
狂
の

な
か
で
神
懸
り
と
な
る
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
崇
拝）

（
（

は
、
そ
の
典
型
と
言
え
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
は
、
大
い
な
る
力
を
も
ち
な
が
ら
も
人
間
と
ほ

と
ん
ど
変
わ
り
な
い
形
で
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
に
は
、

人
間
で
あ
り
な
が
ら
神
々
と
同
等
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
力
を
も
っ
た
、
英
雄
と
呼
ば

れ
る
存
在
も
数
多
く
登
場
し
ま
す
。
ヘ
ラ
ク
レ
ス
や
ア
キ
レ
ウ
ス
が
そ
の
代
表
例
で
す
。

け
れ
ど
も
英
雄
は
あ
く
ま
で
人
間
で
あ
っ
て
神
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
最
大
の
相
違

は
、
神
々
が
不
死
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
人
間
は
必
ず
死
ぬ
定
め
に
あ
る
と
い
う
点
で
す
。

　

た
と
え
ば
ア
キ
レ
ウ
ス
は
、
海
の
女
神
テ
テ
ィ
ス
と
人
間
の
ペ
ー
レ
ウ
ス
の
あ
い
だ
に

生
ま
れ
た
人
間
で
す
が
、
母
神
テ
テ
ィ
ス
は
、
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
赤
ん
坊
の
ア
キ
レ
ウ

ス
を
、
冥
界
（
死
者
の
世
界
）
を
流
れ
る
ス
テ
ュ
ク
ス
の
河
に
浸
し
て
、
そ
の
魔
力
で
不

死
身
に
し
よ
う
と
し
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
テ
テ
ィ
ス
が
つ
ま
ん
で
い
た
か
か
と
の
部
分
だ

け
は
ス
テ
ュ
ク
ス
の
河
の
水
に
浸
か
ら
ず
、
そ
の
た
め
、
か
か
と
だ
け
が
不
死
で
は
な
い

ま
ま
に
、
ア
キ
レ
ウ
ス
は
無
敵
の
戦
士
に
成
長
し
て
い
き
ま
す
。
ト
ロ
イ
ア
戦
争）

（
（

で
も

数
々
の
武
勲
を
立
て
る
の
で
す
が
、
最
後
は
敵
の
矢
が
か
か
と
を
貫
い
て
、
あ
っ
け
な
く

死
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
こ
こ
か
ら
、
ア
キ
レ
ス
腱
と
い
う
名
称
が
出
て
き
た
の
で
す
。

　

古
代
ギ
リ
シ
ア
の
文
献
に
は
、
人
間
の
こ
と
を
「
死
す
べ
き
身
の
者
」
と
呼
ぶ
表
現
が

よ
く
出
て
き
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
不
死
身
の
神
と
の
最
大
の
相
違
点
に
基
づ
く
人
間
の
規

定
な
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
宗
教
に
関
連
し
て
、
後
代
に
多
大
な
影
響
を
も
た
ら
し

た
思
想
と
し
て
、
霊
肉
二
元
論
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
霊
肉
二
元
論
と
は
、
人
間
の
霊
魂
と

肉
体
と
を
、
ま
っ
た
く
異
な
る
次
元
の
存
在
と
み
な
す
思
想
で
す
が
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
で

は
、
伝
説
上
の
詩
人
で
竪
琴
奏
者
の
オ
ル
ペ
ウ
ス
が
そ
の
創
始
者
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
彼

は
「
肉
体
は
霊
魂
の
牢
獄
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
を
残
し
た
と
さ
れ
ま
す
。
人
間
の
霊
魂

は
も
と
も
と
神
的
な
性
質
を
備
え
て
い
た
の
で
す
が
、
み
ず
か
ら
犯
し
た
罪
の
せ
い
で
肉

体
と
い
う
牢
獄
の
な
か
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
て
し
ま
い
、
輪り

ん

廻ね

に
よ
っ
て
肉
体
的
な
生
を
繰

り
返
さ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
と
い
う
の
が
、
オ
ル
ペ
ウ
ス
の
教
え
だ
っ
た
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
霊
肉
二
元
論
の
考
え
方
は
、
三
平
方
の
定
理
で
有
名
な
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス

（B.C.570?-?

）
―
―
彼
は
一
種
の
宗
教
的
秘
密
結
社
「
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
教
団
」
の
祖
だ
っ

た
と
言
わ
れ
て
い
る
―
―
の
思
想
や
、
プ
ラ
ト
ン
（B.C.427-347

）
の
イ
デ
ア
論
―
―
す

べ
て
の
物
事
の
理
想
的
な
形
（
イ
デ
ア
）
が
、
現
実
を
超
越
し
た
世
界
（
イ
デ
ア
界
）
の

な
か
に
実
在
し
て
い
る
と
い
う
説
―
―
に
も
強
く
見
ら
れ
る
も
の
で
す
。
そ
し
て
こ
の
二

元
論
的
発
想
は
、
や
が
て
キ
リ
ス
ト
教
を
通
じ
て
西
欧
近
代
の
思
想
に
ま
で
受
け
継
が
れ

て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

以
上
、
ざ
っ
と
見
て
き
た
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
社
会
な
ら
び
に
宗
教
・
思
想
に
つ
い
て
の

概
観
を
前
提
と
し
て
、
い
よ
い
よ
思
想
家
た
ち
の
宗
教
観
に
触
れ
て
い
き
ま
す
。

　

古
代
ギ
リ
シ
ア
の
思
想
と
い
え
ば
、
有
名
な
哲
学
者
ソ
ク
ラ
テ
ス
（B.C.469?-399

）、
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プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（B.C.384-322

）
―
―
い
ず
れ
も
ア
テ
ナ
イ
で
活
動
し
た

―
―
が
思
い
浮
か
び
ま
す
。
こ
の
三
人
は
そ
れ
ぞ
れ
師
弟
関
係
に
あ
り
、
そ
の
思
想
も
ま

と
ま
っ
た
形
で
残
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
前
の
思
想
家
た
ち
の
著
作
は

断
片
的
に
伝
わ
っ
て
い
る
だ
け
で
す）

（
（

。
そ
の
な
か
か
ら
何
人
か
の
特
徴
的
な
言
説
を
取
り

上
げ
て
、
か
い
つ
ま
ん
で
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す）

（
（

。

⑴
テ
オ
グ
ニ
ス

　

テ
オ
グ
ニ
ス
は
紀
元
前
六
世
紀
、
ギ
リ
シ
ア
南
部
の
メ
ガ
ラ
と
い
う
ポ
リ
ス
出
身
の
没

落
貴
族
の
詩
人
で
、
厭
世
的
な
詩
風
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
碩
学
井
筒
俊
彦

（1914-93

）
に
よ
る
格
調
高
い
訳
文
で
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。

⒜
悪
事
を
働
く
者
、
そ
の
報む

く
いを

受
け
ず
し
て
、
他
の
人
が
代
っ
て
そ
の
罰
を
蒙
る
は

我
等
の
現
に
目も

く

覩と

す
る
と
こ
ろ
。
神
々
の
王
者
［
ゼ
ウ
ス
］
よ
、
不
正
な
る
行
い
に

関
わ
る
こ
と
な
か
り
し
人
が
不
正
な
る
応
報
を
受
く
る
と
は
、
何
の
正
義
ぞ
。（『
エ

レ
ゲ
イ
ア
詩
集
』、
井
筒
俊
彦
『
神
秘
哲
学�

第
一
部
自
然
神
秘
主
義
と
ギ
リ
シ
ア
』

［
人
文
書
院
、1978

、p.114

］
よ
り
引
用
）

⒝
大
神
ゼ
ウ
ス
よ
、
汝
は
最
高
の
王
者
な
る
に
、
何
故
に
正
義
を
守
る
善
き
人
々

が
、
貧
困
と
災
禍
と
苦
悩
に
襲
わ
れ
る
こ
と
を
許
し
、
義
を
棄
て
暴
力
に
赴
く
悪
し

き
人
々
の
栄
華
を
極
め
る
を
放
置
す
る
や
。（ibid.

）

　

⒜
⒝
い
ず
れ
の
文
も
、
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
の
頂
点
に
君
臨
す
る
ゼ
ウ
ス
―
―
当
然
、
世

の
正
義
を
守
護
す
べ
き
存
在
と
み
な
さ
れ
て
い
る
―
―
に
対
し
て
、
実
際
の
世
の
な
か
で

は
、
悪
人
が
い
い
目
を
見
て
善
人
が
不
幸
に
陥
っ
て
い
る
現
実
を
歎
い
て
い
ま
す
。
む
し

ろ
、
ゼ
ウ
ス
に
対
し
て
懐
疑
の
念
を
抱
い
て
い
る
と
い
っ
た
方
が
い
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
正
義
を
守
る
べ
き
神
で
あ
り
な
が
ら
、
ど
う
し
て
現
実
の
不
正
義
を
そ
の
ま
ま
放
置

し
て
い
る
の
か
、
と
。
こ
こ
に
は
、
み
ず
か
ら
が
生
ま
れ
た
社
会
に
支
配
的
な
宗
教
を
闇

雲
に
盲
信
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
か
ら
一
歩
距
離
を
置
い
た
冷
静
な
ま
な
ざ
し
を
見
て

取
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　

神
の
正
義
を
問
う
こ
の
よ
う
な
議
論
は
一
般
に
「
神
義
論
（theodicy

）」
と
呼
ば
れ

て
い
ま
す
が
、
と
り
わ
け
キ
リ
ス
ト
教
の
よ
う
な
一
神
教
で
は
き
わ
め
て
深
刻
な
問
題
に

な
っ
て
い
き
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
一
神
教
の
神
は
超
越
的
・
絶
対
的
な
存
在
で
あ
り
、

こ
の
神
が
創
造
し
た
世
界
に
、
そ
も
そ
も
悪
な
ど
存
在
し
な
い
は
ず
だ
か
ら
で
す
。
と
す

る
な
ら
ば
、
実
際
に
は
悪
が
は
び
こ
っ
て
い
る
現
実
の
世
界
を
ど
う
説
明
し
た
ら
よ
い
の

か
、
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
キ
リ
ス
ト
教
の
神
学
や
近
代
西
欧
の
宗
教
哲
学
で
は
、

こ
れ
は
、
究
明
す
べ
き
最
重
要
課
題
の
一
つ
と
な
り
ま
す
。

⑵
ク
セ
ノ
パ
ネ
ス

　

ク
セ
ノ
パ
ネ
ス
（B.C.570-475?

）
は
、
イ
オ
ニ
ア
（
現
在
の
ト
ル
コ
西
部
）
の
植
民

都
市
（
ポ
リ
ス
）
コ
ロ
ポ
ン
出
身
の
自
然
哲
学
者
で
、
風
刺
的
な
詩
の
形
で
み
ず
か
ら
の

思
想
を
表
現
し
ま
し
た
。
テ
オ
グ
ニ
ス
よ
り
も
さ
ら
に
一
歩
踏
み
込
ん
で
、
当
時
の
ギ
リ

シ
ア
の
宗
教
に
対
し
て
批
判
的
だ
っ
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
ず
は
そ
の
よ
う

な
宗
教
批
判
の
言
説
か
ら
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。

⒜
人
間
の
世
で
恥
と
さ
れ　

疚や
ま

し
い
と
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
、
神
々
に
捧
げ

た
の
だ
、
ホ
メ
ロ
ス
と
ヘ
シ
オ
ド
ス
は
。
す
な
わ
ち
盗
む
こ
と
、
密
通
す
る
こ
と
、

互
い
に
騙
し
あ
う
こ
と
。（B11

［
デ
ィ
ー
ル
ス
・
ク
ラ
ン
ツ
の
整
理
番
号
を
示
す
。

以
下
同
じ
］、『
ソ
』p.183f.

）

⒝
だ
が
も
し　

牛
や
馬
、
ラ
イ
オ
ン
が
手
を
持
っ
て
い
た
ら
、
あ
る
い
は
ま
た　

手

に
よ
っ
て
描
き
、
人
間
同
様
の
作
品
を
作
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
、
馬
は
馬
に
、
牛

は
牛
に
似
た　

神
々
の
形
姿
を
描
き
、
彼
ら
そ
れ
ぞ
れ
が
も
つ
形
姿
と
同
様
な
（
身

体
）
を
造
る
こ
と
だ
ろ
う
。（B15

、ibid.

）

⒞
エ
チ
オ
ピ
ア
人
は　

自
分
た
ち
の
神
々
が
獅
子
鼻
で
色
黒
だ
と
い
い
、
ト
ラ
キ
ア

人
は　

碧
眼
で
髪
が
赤
い
と
い
っ
て
い
る
。（B16

、ibid.

）

　

⒜
で
は
、
ホ
メ
ロ
ス
や
ヘ
シ
オ
ド
ス
に
よ
る
神
話
に
描
か
れ
た
神
々
の
不
道
徳
性
を
批

判
し
、
⒝
と
⒞
で
は
、
き
わ
め
て
皮
肉
な
調
子
で
、
神
人
同
形
説
を
批
判
し
て
い
ま
す
。

ち
な
み
に
「
獅
子
鼻
」
は
低
く
て
先
が
上
を
向
い
た
鼻
、「
碧
眼
」
は
青
い
眼
で
、
そ
れ



比
較
宗
教
学
講
義
Ⅰ
―
―
宗
教
の
と
ら
え
方

八

ぞ
れ
南
方
系
の
エ
チ
オ
ピ
ア
人
と
北
方
系
の
ト
ラ
キ
ア
人
に
典
型
的
な
身
体
的
特
徴
で

す
。
ク
セ
ノ
パ
ネ
ス
か
ら
す
れ
ば
、
神
人
同
形
説
で
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
自
分
た
ち
の

身
体
的
特
徴
に
似
せ
て
神
々
を
描
く
し
か
な
い
の
で
あ
り
、
要
す
る
に
神
話
に
現
わ
れ

る
神
々
の
形
姿
は
人
間
の
想
像
力
の
産
物
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
し

ょ
う
。

　

け
れ
ど
も
、
ク
セ
ノ
パ
ネ
ス
が
宗
教
的
な
も
の
を
す
べ
て
否
定
し
て
い
た
の
か
と
い
う

と
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

次
の
文
を
読
ん
で
く
だ
さ
い
。

⒟
一
な
る
神
、
神
々
と
人
間
ど
も
の
う
ち
、
最
も
偉
大
に
し
て
、
そ
の
姿
に
お
い
て

も
、
心
に
お
い
て
も
、
死
す
べ
き
身
の
者
ど
も
に
い
さ
さ
か
も
似
ず
。（B23

、『
ソ
』

p.185

）

⒠
（
神
は
）
全
体
と
し
て
見
、
全
体
と
し
て
考
え
、
全
体
と
し
て
聞
く
。（B24

、

ibid.

）
⒡
だ
が
（
神
は
）
苦
も
な
く
、
精こ

こ
ろ神

の
思
惟
の
力
に
よ
っ
て
す
べ
て
を
揺
り
動
か
す
。

（B25

、『
ソ
』p.186

）

⒢
（
神
は
）
つ
ね
に
同
じ
と
こ
ろ
に
と
ど
ま
り
、
い
さ
さ
か
も
動
じ
な
い
。
と
き
に

あ
ち
ら
へ
、
と
き
に
こ
ち
ら
へ
と
赴
く
こ
と
は
、
神
に
ふ
さ
わ
し
か
ら
ず
。（B26
、

ibid.

）

　

ク
セ
ノ
パ
ネ
ス
は
、
神
話
に
描
か
れ
た
神
々
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
批
判
し
ま
す

が
、「
死
す
べ
き
身
の
者
」
で
あ
る
人
間
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
唯
一
の
真
な
る
神
を
信

じ
て
い
ま
す
⒟
。
そ
れ
は
全
知
の
神
で
あ
り
⒠
、
精
神
的
な
力
に
よ
っ
て
万
物
を
動
か
し

⒡
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
自
身
は
不
動
の
存
在
な
の
で
す
⒢
。

　

後
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
神
の
こ
と
を
「
不
動
の
動
者
」
と
呼
び
ま
す
が
、
み
ず
か
ら

は
動
か
な
い
ま
ま
、
万
物
を
動
か
す
一
者
、
そ
れ
こ
そ
が
神
で
あ
る
と
い
う
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
の
認
識
の
先
駆
け
を
、
ク
セ
ノ
パ
ネ
ス
の
文
に
読
み
取
る
こ
と
も
で
き
る
で
し

ょ
う
。

　

古
代
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
者
た
ち
の
な
か
に
は
、
こ
の
よ
う
に
世
界
を
秩
序
づ
け
る
根
源

と
し
て
の
唯
一
神
と
い
う
発
想
が
実
は
脈
々
と
流
れ
て
い
て
、
後
に
キ
リ
ス
ト
教
の
神
学

が
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
哲
学
を
用
い
て
教
義
を
根
拠
づ
け
よ
う
と
し
た
の

も
、
こ
の
よ
う
な
伏
線
が
あ
っ
た
か
ら
と
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す）

（
（

。

　

た
だ
し
、
近
世
の
護
教
家
で
あ
る
ブ
レ
ー
ズ
・
パ
ス
カ
ル
（1623-62

）
が
、
世
界
の

根
源
を
基
礎
づ
け
る
た
め
に
神
を
持
ち
出
し
た
ル
ネ
・
デ
カ
ル
ト
（1596-1650

）
の
議

論
を
批
判
し
、
そ
れ
は
「
哲
学
者
の
神
」
で
あ
っ
て
、
生
き
た
信
仰
の
対
象
と
し
て
の
神

で
は
な
い
と
評
し
た
よ
う
に
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
者
た
ち
が
構
想
し
た
「
不
動
の
動

者
」
も
、
世
界
の
説
明
原
理
と
し
て
要
請
さ
れ
た
「
哲
学
者
の
神
」
だ
っ
た
と
言
え
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

⑶
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス

　

次
に
は
、
同
じ
く
イ
オ
ニ
ア
の
エ
ペ
ソ
ス
に
生
ま
れ
た
自
然
哲
学
者
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス

（B.C.500

ご
ろ
）
に
よ
る
宗
教
批
判
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
彼
は
、
そ
の
難
解
な
文
体
ゆ

え
に
「
暗
い
人
」
と
か
「
謎
を
か
け
る
人
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
が
、
一
方
で
は
世
界

の
本
質
を
変
化
と
見
る
「
万
物
は
流
転
す
る
（
パ
ン
タ
・
レ
イ
）」
と
い
う
言
葉
で
も
有

名
な
哲
学
者
で
す
。

彼
ら
（
大
多
数
の
人
び
と
）
は
、
血
で
身
を
け
が
し
た
と
き
も
、
ま
た　

む
な
し
く

血
で
身
を
浄
め
よ
う
と
す
る
、
ち
ょ
う
ど
泥
に
は
ま
っ
た
も
の
が
、
泥
で
洗
い
流
そ

う
と
す
る
よ
う
に
。
も
し　

か
か
る
所
業
を
な
す
者
を
、
世
間
の
ま
と
も
な
誰
か
が

目
に
と
め
た
と
す
れ
ば
、
気
が
違
っ
て
い
る
と
思
う
こ
と
だ
ろ
う
。
ま
た　

さ
ら
に
、

彼
ら
は　

こ
れ
ら
の
神
像
に
祈
り
を
さ
さ
げ
る
が
、
そ
れ
は
ま
る
で　

建
物
に
話
し

か
け
る
よ
う
な
具
合
な
の
だ
。
彼
ら
は
、
神
々
や
英
雄
が
何
で
あ
る
か
、
そ
の
本
性

に
つ
い
て
何
も
知
っ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。（B5

、『
ソ
』p.196

）

　

前
半
は
、
あ
ま
り
よ
く
分
か
ら
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
供
犠
の
こ
と
を
言
っ
て
い

ま
す
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
で
は
神
に
生
贄
を
捧
げ
る
供
犠
は
き
わ
め
て
あ
り
ふ
れ
た
儀
礼
だ

っ
た
の
で
す
が
、
こ
こ
で
は
た
と
え
ば
流
血
を
伴
う
殺
傷
の
罪
を
犯
し
た
場
合
に
、
そ
の
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穢
れ
を
取
り
除
く
た
め
に
行
な
わ
れ
る
供
犠
を
取
り
上
げ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
同
じ
血

液
が
一
方
で
は
穢
れ
を
も
た
ら
し
他
方
で
は
浄
化
作
用
を
も
つ
と
い
う
の
は
、
冷
静
に
眺

め
れ
ば
ま
っ
た
く
の
不
合
理
で
し
か
な
い
、
と
い
う
訳
で
す
。

　

後
半
は
偶
像
崇
拝
へ
の
批
判
で
す
。
神
像
も
一
般
の
建
物
も
、
ど
ち
ら
も
素
材
と
し
て

は
大
理
石
で
で
き
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
で
は
同
じ
で
は
な
い
か
。
そ
れ
な
の
に

一
方
に
は
祈
り
を
捧
げ
、
も
う
一
方
は
気
に
も
止
め
な
い
、
こ
れ
ま
た
不
合
理
な
所
業
だ

と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。
い
ず
れ
も
き
わ
め
て
冷
静
な
合
理
主
義
の
立
場
か
ら
の
批

判
と
言
え
ま
す
。

　

も
っ
と
も
、
人
び
と
が
神
々
の
「
本
性
に
つ
い
て
何
も
知
っ
て
は
い
な
い
」
と
い
う
最

後
の
フ
レ
ー
ズ
か
ら
は
、
そ
の
よ
う
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
る
偽
の
神
々
と
は
異
な
っ

て
、
真
の
神
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
、
ク
セ
ノ
パ
ネ
ス
と
同
様
の
認
識
を
読
み
取
る
こ

と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　

ク
セ
ノ
パ
ネ
ス
や
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
議
論
は
、
宗
教
の
非
合
理
性
を
批
判
す
る
と
い

う
、
と
り
わ
け
近
代
以
降
の
西
欧
社
会
で
繰
り
か
え
し
登
場
す
る
宗
教
批
判
の
、
い
わ
ば

原
型
に
あ
た
る
と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。

⑷
ク
リ
テ
ィ
ア
ス

　

ク
リ
テ
ィ
ア
ス
（B.C.460?-403

）
は
ア
テ
ナ
イ
出
身
の
ソ
フ
ィ
ス
ト）

（
（

、
政
治
家
で
、

若
い
頃
に
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
師
事
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
彼
に

は
、
宗
教
の
起
源
に
関
し
て
、
よ
く
知
ら
れ
た
文
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
少
し
長
い
の
で

す
が
、
以
下
に
引
用
し
ま
す
。
傍
線
の
箇
所
に
留
意
し
て
読
ん
で
く
だ
さ
い
。

人
間
た
ち
の
生
活
が
未
開
で　

ま
た
野
獣
の
よ
う
で
あ
り
、
か
つ
暴
力
に
隷
属
し
て

い
た
時
代
が
あ
っ
た
。　

良
き
人
び
と
に
何
ら
の
褒
賞
も
な
か
っ
た
し
、　

逆
に
邪

悪
な
人
び
と
に
懲
罰
も
な
か
っ
た
時
代
で
あ
っ
た
。　

そ
し
て
、
そ
れ
か
ら
後
に
、

私
が
思
う
に
は
人
間
た
ち
は
法
律
を　

懲
罰
者
と
し
て
制
定
し
た
の
だ
。
正
義
が　

〈
等
し
く
す
べ
て
の
も
の
の
〉
僭
主
と
な
り
、
傲
慢
を
奴
隷
と
す
る
た
め
に
、　

そ
し

て
、
も
し
人
が
罪
を
犯
せ
ば
罰
せ
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、　

そ
の
後
に
、
法

律
は　

彼
ら
が
暴
力
で
明
白
な
悪
事
を
成
す
こ
と
を
妨
げ
は
し
た
が
、　

し
か
し
人

知
れ
ず
に
彼
ら
が
悪
事
を
行
っ
て
い
た
の
で
、
そ
の
時
に
な
っ
て
、　

私
が
思
う
と

こ
ろ
で
は
、〈
初
め
て
〉
あ
る
聡
明
で
頭
の
賢
い
人
間
が　
〈
神
々
へ
の
〉
畏
れ
を
死

す
べ
き
者
ど
も
に
考
案
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て　

悪
し
き
者
た
ち
に
は
、
も
し

も
、
人
知
れ
ず
に
〈
何
か
〉
を　

彼
ら
が
行
な
っ
て
も
話
し
て
も
考
え
て
も
、
何
ら

か
の
恐
怖
が
あ
る
よ
う
に
し
た
。　

確
か
に
そ
の
こ
と
ゆ
え
に
、
そ
の
賢
者
が
神
を

導
き
入
れ
た
の
だ
。　
「
す
な
わ
ち
、
不
滅
の
生
を
持
っ
て
栄
え
る
ダ
イ
モ
ン
が
存

在
し
、　

そ
れ
は
知
性
に
よ
っ
て
見
聞
き
し
、
溢
れ
る
ほ
ど
思
慮
を
働
か
せ　

そ
れ

ら
に
注
意
を
向
け
、
ま
さ
に
神
的
な
本
性
を
携
え
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、　

死
す

べ
き
人
間
た
ち
の
間
で
述
べ
ら
れ
た
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
聞
き
、　

な
さ
れ
た
す
べ
て

を
見
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。　

だ
か
ら
、
も
し
も
、
黙
っ
て
何
か
悪
し
き
こ

と
を
あ
な
た
が
企
ん
で
も
、　

神
々
の
注
意
を
ま
ぬ
か
れ
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
で

あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
、
思
慮
が
〈
溢
れ
る
ば
か
り
に
〉
神
々
の
う
ち
に
在
る
か
ら
で

あ
る
。」
彼
の
賢
者
が
こ
れ
ら
の
言
論
を
述
べ
て　

教
え
の
中
で
も
最
も
歓
ば
し
い

も
の
を
導
き
入
れ
た
の
だ
、　

偽
り
の
言
論
に
よ
っ
て
真
実
を
覆
い
隠
し
て
。
神
々

が
こ
こ
に
住
ま
う
と
彼
が
主
張
し
た
住
ま
い
は
、　

そ
う
語
る
こ
と
で
人
間
た
ち
を

最
も
恐
れ
さ
せ
る
た
め
に
選
ん
だ
と
こ
ろ
で
あ
り
、　

そ
こ
か
ら
死
す
べ
き
人
間
た

ち
に
恐
怖
が　

ま
た
悩
み
苦
し
む
人
生
に
益
す
る
も
の
も
生
ま
れ
る
の
を
彼
が
知
っ

た
と
こ
ろ
、　

す
な
わ
ち
天
の
大
空
で
あ
る
。　

そ
こ
に
閃
光
が
走
る
の
を
、
雷
の

恐
ろ
し
い
轟
き
を
、　

星
を
散
り
ば
め
た
天
の
構
造
を
、　

時
と
い
う
懸
命
な
造
り
手

の
美
し
い
刺
繍
を
見
た
か
ら
で
あ
る
。　

そ
こ
か
ら
照
り
輝
く
星
の
赤
熱
の
石
の

塊
が
進
み
行
き
、　

そ
れ
は
ま
た
雨
の
多
い
激
し
い
雷
雨
を
大
地
に
連
れ
て
く
る
の

だ
。　

そ
の
よ
う
な
恐
怖
で
彼
は
人
間
を
取
り
囲
み
、　

恐
怖
を
と
お
し
言
論
に
よ

っ
て
み
ご
と
に　

こ
の
ダ
イ
モ
ン
を
ふ
さ
わ
し
い
領
域
に
住
ま
わ
せ
た
の
で
あ
ろ

う
、　

そ
し
て
彼
は
無
法
を
法
律
に
よ
っ
て
鎮
め
た
の
だ
。
…
…
こ
の
よ
う
に
し
て
、

初
め
て
あ
る
者
が
、
私
が
思
う
と
こ
ろ
で
は
死
す
べ
き
者
た
ち
に
ダ
イ
モ
ン
の
種
族

の
存
在
を
認
め
る
よ
う
説
得
し
た
の
だ
。（B25

、『
断
５
』p.213f.

）

　

文
中
に
頻
出
す
る
「
ダ
イ
モ
ン
」
と
は
、
神
霊
と
訳
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
要

は
眼
に
見
え
な
い
神
的
な
存
在
を
指
し
、
英
語
のdem

on

の
語
源
と
な
る
言
葉
で
す
。

こ
こ
で
ク
リ
テ
ィ
ア
ス
は
、
神
々
は
人
間
に
よ
っ
て
意
図
的
に
作
り
出
さ
れ
た
存
在
だ
、

と
と
ら
え
る
の
で
す
。
大
昔
、
暴
力
が
横
行
す
る
弱
肉
強
食
の
社
会
に
秩
序
を
も
た
ら
す



比
較
宗
教
学
講
義
Ⅰ
―
―
宗
教
の
と
ら
え
方

一
〇

た
め
に
、
ま
ず
法
律
が
導
入
さ
れ
た
が
、
さ
ら
に
、
隠
れ
て
悪
事
を
働
く
人
間
を
懲
ら
し

め
る
た
め
に
、
す
べ
て
を
見
通
す
ダ
イ
モ
ン
＝
神
々
と
い
う
存
在
を
賢
者
が
作
り
出
し

た
、
と
い
う
訳
で
す
。
文
中
の
「
偽
り
の
言
論
に
よ
っ
て
真
実
を
覆
い
隠
し
て
」
と
い
う

文
言
が
、
ク
リ
テ
ィ
ア
ス
の
視
点
を
明
確
に
物
語
っ
て
い
ま
す
。

　

な
ん
ら
か
の
目
的
の
た
め
に
神
観
念
、
さ
ら
に
は
宗
教
と
い
う
も
の
が
人
為
的
に
作
り

出
さ
れ
た
、
と
い
う
説
明
の
仕
方
は
、
た
と
え
ば
宗
教
は
聖
職
者
が
み
ず
か
ら
の
利
益
を

確
保
す
る
た
め
に
で
っ
ち
上
げ
た
幻
想
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
、
一
八
世
紀
の
啓
蒙
主
義
思

想
家
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
（1694-1778

）
や
、「
宗
教
は
民
衆
の
ア
ヘ
ン
で
あ
る
」
と
述
べ
た
、

一
九
世
紀
の
共
産
主
義
者
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
（1818-83

）
ら
の
宗
教
批
判
に
通
ず
る

も
の
が
あ
り
ま
す
。

⑸
プ
ロ
デ
ィ
コ
ス

　

宗
教
の
起
源
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
ク
リ
テ
ィ
ア
ス
以
外
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
議
論

が
登
場
し
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
代
表
的
な
も
の
を
二
つ
だ
け
紹
介
し
ま
す
。

　

エ
ー
ゲ
海
の
ギ
リ
シ
ア
本
土
沿
い
に
あ
る
ケ
オ
ス
島
の
ポ
リ
ス
、
イ
ウ
リ
ス
出
身
の
ソ

フ
ィ
ス
ト
、
プ
ロ
デ
ィ
コ
ス
（B.C.5

世
紀
頃
）
の
言
葉
と
し
て
次
の
よ
う
な
も
の
が
残

さ
れ
て
い
ま
す
。

ケ
オ
ス
の
人
プ
ロ
デ
ィ
コ
ス
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。「
昔
の
人
た
ち
は
太
陽
、

月
、
河
川
、
泉
、
お
よ
び
一
般
に
人
間
の
生
活
に
益
を
も
た
ら
す
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
、

そ
れ
ら
が
も
た
ら
す
益
の
ゆ
え
に
、
神
々
と
見
な
し
た
。
例
え
ば
、
エ
ジ
プ
ト
人
は

ナ
イ
ル
河
を
神
と
見
な
し
た
。」
こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
麺パ

ン麭
は
デ
メ
テ
ル
、
葡
萄

酒
は
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
、
水
は
ポ
セ
イ
ド
ン
、
火
は
ヘ
パ
イ
ス
ト
ス
と
見
な
さ
れ
た

の
で
あ
り
、
他
の
有
益
な
物
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。（B5

、『
断
５
』

p.110f.

）

　

プ
ロ
デ
ィ
コ
ス
に
よ
れ
ば
、
人
間
生
活
に
有
益
な
事
物
が
い
わ
ば
神
格
化
さ
れ
て
神
々

が
生
ま
れ
た
の
で
あ
り
、
オ
リ
ュ
ン
ポ
ス
十
二
神
そ
れ
ぞ
れ
の
管
轄
も
ま
さ
に
そ
の
表
わ

れ
と
い
う
こ
と
に
な
る
訳
で
す
。
こ
れ
は
、
人
間
生
活
に
有
益
な
事
物
へ
の
感
謝
の
念
が

神
観
念
を
生
み
出
し
、
さ
ら
に
は
宗
教
を
生
み
出
し
た
と
い
う
、
い
わ
ば
宗
教
の
感
謝
起

源
説
と
呼
ん
で
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

⑹
デ
モ
ク
リ
ト
ス

　

一
方
で
、
原
子
論
で
有
名
な
哲
学
者
デ
モ
ク
リ
ト
ス
（B.C.420

年
頃
）
は
、
エ
ー
ゲ

海
北
岸
ト
ラ
キ
ア
の
植
民
都
市
（
ポ
リ
ス
）
ア
ブ
デ
ラ
の
出
身
で
す
が
、
次
の
よ
う
な
説

を
提
示
し
た
と
さ
れ
ま
す
。

デ
モ
ク
リ
ト
ス
が
、
人
間
は
異
常
な
自
然
現
象
に
よ
っ
て
神
々
の
表
象
に
到
達
し

て
き
た
こ
と
を
教
え
た
…
…
最
初
の
人
間
が
、
雷
や
稲
妻
、
星
辰
の
交
会
や
日
食

や
月
食
の
よ
う
な
宇
宙
に
お
け
る
天
体
の
経
過
を
眺
め
た
と
き
、
彼
ら
は
恐
怖
を

抱
き
、
神
々
が
そ
の
原
因
で
あ
る
こ
と
を
信
じ
た
で
あ
ろ
う
。（A

75

、
ヴ
ェ
ル
ナ

ー
・
イ
ェ
ー
ガ
ー
［
神
澤
惣
一
郎
訳
］『
ギ
リ
シ
ア
哲
学
者
の
神
学
』［
早
稲
田
大
学

出
版
部
、1961

、p.240

よ
り
：W

erner�Jaeger,�D
ie T

heologie der frühen 
griechischen D

enker,�W
.�K

ohlham
m

er�V
erlag,�1953

］）

　

こ
こ
で
は
、
自
然
界
、
と
り
わ
け
天
界
の
現
象
を
眺
め
た
人
間
が
恐
怖
の
感
情
を
抱
き
、

そ
の
背
後
に
隠
さ
れ
た
原
因
と
し
て
神
々
を
想
定
し
た
、
と
主
張
さ
れ
る
訳
で
す
。

　

プ
ロ
デ
ィ
コ
ス
と
デ
モ
ク
リ
ト
ス
で
は
、
神
々
が
生
み
出
さ
れ
る
原
因
を
、
感
謝
に
せ

よ
恐
怖
に
せ
よ
、
い
ず
れ
も
人
間
の
感
情
に
求
め
て
い
る
点
が
特
徴
的
で
す
。
意
図
的
で

は
な
い
が
、
人
間
の
内
面
の
感
情
が
神
々
と
い
う
表
象
を
生
み
出
し
た
と
さ
れ
る
の
で
あ

り
、
こ
れ
ま
た
、
近
代
に
至
る
ま
で
宗
教
の
起
源
と
し
て
く
り
か
え
し
登
場
す
る
説
明
パ

タ
ー
ン
と
言
え
ま
す
。

　

以
上
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
宗
教
を
一
瞥
し
た
上
で
、
哲
学
者
や
ソ
フ
ィ
ス
ト
た
ち
が
、

宗
教
的
な
も
の
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
よ
う
と
し
た
の
か
、
簡
単
に
見
て
き
ま
し
た
。

　

自
己
が
生
ま
れ
た
社
会
に
共
通
す
る
宗
教
へ
の
素
朴
な
懐
疑
か
ら
は
じ
ま
っ
て
、
哲
学

者
に
よ
る
合
理
的
な
宗
教
批
判
、
一
方
で
は
世
界
の
説
明
根
拠
と
し
て
の
「
哲
学
者
の

神
」、
さ
ら
に
は
神
観
念
の
人
為
的
構
成
の
主
張
あ
る
い
は
人
間
の
感
情
に
よ
る
神
観
念

生
成
の
主
張
、
ど
れ
も
み
な
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
の
視
点
か
ら
見
て
も
、
あ
る
程
度
う
な

ず
け
る
部
分
の
あ
る
宗
教
の
と
ら
え
方
の
よ
う
に
思
え
ま
す
。



人
間
科
学
部
紀
要

　
第
四
号

　
二
〇
二
一
年
三
月

一
一

　

そ
こ
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
の
は
、
み
ず
か
ら
の
信
仰
や
宗
教
か
ら
一
歩
距
離
を
取
っ

て
宗
教
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
冷
静
な
ま
な
ざ
し
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
よ
う

な
、
宗
教
を
客
観
化
な
い
し
は
相
対
化
す
る
ま
な
ざ
し
こ
そ
は
、
近
代
以
降
に
も
通
じ
る

よ
う
な
多
様
な
宗
教
の
と
ら
え
方
が
、
二
〇
〇
〇
年
以
上
も
前
の
古
代
ギ
リ
シ
ア
で
出
現

し
た
大
き
な
要
因
な
の
で
し
ょ
う
。

註（
（
）�

ギ
リ
シ
ア
人
は
み
ず
か
ら
を
ヘ
レ
ネ
ス
（
ヘ
レ
ー
ン
の
一
族
）
と
称
す
る
の
に
対
し
て
、
ギ

リ
シ
ア
語
を
話
さ
な
い
人
間
の
こ
と
を
バ
ル
バ
ロ
イ
（
聞
き
苦
し
い
言
葉
を
話
す
者
）
と
呼

ん
だ
。
英
語
のbarbarian

（
野
蛮
人
）
の
語
源
で
あ
る
。

（
（
）�

ギ
リ
シ
ア
神
話
に
関
す
る
基
本
的
な
解
説
書
と
し
て
は
、
呉
茂
一
『
ギ
リ
シ
ア
神
話
』
上
下

（
新
潮
文
庫
、（00（

）
が
あ
る
。
原
本
は
一
九
六
九
年
に
出
版
さ
れ
た
も
の
で
、
文
体
も
古
め

か
し
い
が
、
い
ま
だ
に
こ
れ
を
上
回
る
日
本
語
の
解
説
書
は
現
わ
れ
て
い
な
い
。
併
せ
て
、

高
津
春
繁
『
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
神
話
辞
典
』（
岩
波
書
店
、（（（0

）
も
活
用
す
る
こ
と
で
、

紀
元
前
の
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
実
像
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
（
）�

デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
の
信
者
た
ち
は
深
夜
に
集
っ
て
狂
乱
状
態
（
オ
ル
ギ
ー
。
英
語
のorgy

の
語
源
）
と
な
り
、
そ
の
な
か
で
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
と
一
体
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
神

懸
り
の
状
態
は
エ
ク
ス
タ
シ
ス
（eks

＋stasis

）（
ギ
リ
シ
ア
語
を
ロ
ー
マ
字
化
し
て
い
る
。

「［
み
ず
か
ら
の
］
外
に
立
つ
」
が
原
義
）
と
呼
ば
れ
、
英
語
のecstasy
（
恍
惚
、
快
感
の
絶
頂
）

の
語
源
と
な
っ
て
い
る
。

（
（
）�

ト
ロ
イ
ア
の
王
子
パ
リ
ス
が
ス
パ
ル
タ
の
王
妃
ヘ
レ
ネ
を
誘
拐
し
た
こ
と
に
端
を
発
し
て
、

一
〇
年
間
、
人
間
と
神
々
が
入
乱
れ
て
戦
い
合
う
ト
ロ
イ
ア
戦
争
を
描
い
た
叙
事
詩
が
、
ホ

メ
ロ
ス
の
『
イ
ー
リ
ア
ス
』
で
あ
り
、
ア
キ
レ
ウ
ス
は
そ
の
主
人
公
で
あ
っ
た
。
長
い
あ
い

だ
ト
ロ
イ
ア
戦
争
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
一
九
世
紀
末
、
ド
イ
ツ
の
考

古
学
者
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
シ
ュ
リ
ー
マ
ン
（（（（（-（0

）
に
よ
る
ト
ロ
イ
ア
の
発
掘
が
き
っ
か

け
に
な
っ
て
、
な
ん
ら
か
の
形
で
事
実
を
反
映
し
て
い
る
、
と
現
在
で
は
考
え
ら
れ
て
い
る
。

（
（
）�

三
人
の
哲
学
者
の
う
ち
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
著
作
を
残
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
思
想
は
プ
ラ
ト

ン
ら
の
著
作
を
通
じ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
プ
ラ
ト
ン
は
、
登
場
人
物
の
問
答
を
通
じ
て

議
論
が
進
展
す
る
、
対
話
編
と
呼
ば
れ
る
著
作
を
多
く
残
し
て
い
る
。
ま
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
は
「
万
学
の
祖
」
と
呼
ば
れ
て
い
て
、
幅
広
い
分
野
に
関
す
る
講
義
録
が
残
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
以
前
の
哲
学
者
た
ち
の
著
作
の
断
片
は
、
多
く
の
研
究
者
が
収
集
に
努
め
、
そ

の
集
大
成
が
二
〇
世
紀
初
頭
、
ド
イ
ツ
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
（
邦
訳
：
ヘ
ル
マ
ン
・
デ
ィ

ー
ル
ス
／
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ク
ラ
ン
ツ
［
内
山
勝
利
ほ
か
訳
］『
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
前
哲
学
者
断

片
集
』［
岩
波
書
店
、（（（（-�（（

、
全
五
分
冊
：H

.D
iels-W

.K
ranz,�D

ie Fragm
ente der 

V
orsokratiker,�（�Bde.,�（（（（-（（

］。
以
下
『
断
（
』
等
と
略
記
。
収
録
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
は

「
Ａ
生
涯
と
学
説
」
と
「
Ｂ
著
作
断
片
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
）。
ま
た
、
廣
川
洋
一
『
ソ
ク

ラ
テ
ス
以
前
の
哲
学
者
―
―
初
期
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
宇
宙
自
然
と
人
間
の
探
求
』（
講
談
社
、

（（（（

［
講
談
社
学
術
文
庫
、（（（（

］、
以
下
『
ソ
』
と
略
記
）
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
前
の
哲
学

者
に
関
す
る
平
明
な
解
説
と
、
こ
な
れ
た
訳
の
主
要
な
断
片
集
か
ら
な
っ
て
い
て
、
と
て
も

参
考
に
な
る
。

（
（
）�

古
代
ギ
リ
シ
ア
の
思
想
家
の
言
説
を
宗
教
学
の
前
史
に
位
置
づ
け
た
も
の
と
し
て
は
、
グ

ス
タ
フ
・
メ
ン
シ
ン
グ
（
下
宮
守
之
訳
）『
宗
教
学
史
』（
創
造
社
、（（（0

：Gustav�
M

ensching,�G
eschicte der R

eligionsw
issenshaft,�U

niversitäts-V
erlag,�（（（（

）、
田

丸
徳
善
「
宗
教
学
の
歴
史
と
課
題
」
２
「
宗
教
学
の
前
史
」（
（
）「
古
代
」（
田
丸
徳
善
『
宗

教
学
の
歴
史
と
課
題
』［
山
本
書
店
、（（（（

］）
が
あ
る
。

（
（
）�

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・
イ
ェ
ー
ガ
ー
（
神
澤
惣
一
郎
訳
）『
ギ
リ
シ
ャ
哲

学
者
の
神
学
』（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、（（（0

：W
erner�Jaeger,�D

ie T
heologie der 

frühen griechischen D
enker,�W

.K
ohlham

m
er�V

erlag,�（（（（

）
が
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。

（
（
）�

ソ
フ
ィ
ス
ト
と
は
、
ソ
フ
ィ
ア
（
ギ
リ
シ
ア
語
で
知
恵
を
意
味
す
る
）
に
由
来
す
る
言
葉
で
、

「
知
恵
あ
る
人
」
が
原
義
だ
が
、
と
く
に
紀
元
前
五
世
紀
後
半
、
ア
テ
ナ
イ
の
民
主
政
を
支
え

る
知
識
や
弁
論
術
を
教
え
た
職
業
的
教
育
者
を
意
味
し
た
。
ソ
フ
ィ
ス
ト
と
呼
ば
れ
た
人
び

と
の
思
想
は
多
様
だ
が
、
総
じ
て
相
対
主
義
的
な
傾
向
が
強
か
っ
た
。

２
宗
教
の
定
義
を
め
ぐ
っ
て

　

さ
て
、
こ
こ
ま
で
宗
教
の
字
義
を
た
ど
り
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
思
想
家
た
ち
が
宗
教
的

な
も
の
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
よ
う
と
し
た
の
か
、
簡
単
に
見
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
、

近
代
以
降
の
宗
教
の
と
ら
え
方
の
原
型
と
な
る
視
点
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

け
れ
ど
も
そ
れ
だ
け
で
は
、
宗
教
と
い
う
も
の
の
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
、
ま
だ
は
っ

き
り
し
て
こ
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
で
は
、「
宗
教
と
は
何
か
」
と
い
う

問
い
に
正
面
か
ら
答
え
る
試
み
と
し
て
、
ま
ず
、
宗
教
の
定
義
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
と

思
い
ま
す
。

　

も
う
一
昔
も
前
の
話
で
す
が
、
宗
教
学
者
の
数
だ
け
宗
教
の
定
義
が
あ
る
と
言
わ
れ
た

よ
う
に
、
た
と
え
ば
『
宗
教
定
義
集
』（
文
部
省
宗
務
課
、1961

）
に
は
一
〇
四
も
の
定

義
が
集
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
宗
教
現
象
が
、
個
人
の
内
面
的
な
信
仰
か
ら
教
団

等
の
社
会
集
団
に
至
る
ま
で
の
拡
が
り
を
も
ち
、
さ
ら
に
は
経
済
活
動
か
ら
芸
術
や
思
想

に
至
る
ま
で
、
人
間
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
に
関
わ
り
得
る
、
き
わ
め
て
広
範
な
現
象
だ

か
ら
だ
と
も
言
え
ま
す
。



比
較
宗
教
学
講
義
Ⅰ
―
―
宗
教
の
と
ら
え
方

一
二

　

当
初
は
、
た
と
え
ば
オ
ラ
ン
ダ
の
宗
教
学
者
で
あ
る
コ
ル
ネ
リ
ス
・
ペ
ト
リ
ュ
ス
・
テ

ィ
ー
レ
（1830-1902

）
に
よ
る
定
義
、「
宗
教
と
は
神
と
人
間
と
の
関
係
で
あ
る
」
と
い

う
よ
う
な
、
宗
教
の
本
質
を
そ
の
ま
ま
ズ
バ
リ
と
表
現
し
よ
う
と
す
る
定
義）

（
（

も
あ
り
ま
し

た
が
、
二
〇
世
紀
に
入
る
と
、
特
定
の
視
点
か
ら
作
業
仮
説
的
に
構
成
さ
れ
る
定
義
が
登

場
し
て
き
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
代
表
例
を
三
つ
、
紹
介
し
ま
す
。

⑴
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
場
合

　

ま
ず
は
、
ア
メ
リ
カ
の
心
理
学
者
・
哲
学
者
で
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
主
唱
者
の
一
人

で
あ
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
（1842-1910

））
（
（

に
よ
る
定
義
で
す
。
こ
の
定
義
は
、

『
宗
教
的
経
験
の
諸
相
』
の
冒
頭
で
、
こ
の
書
物
が
扱
う
主
題
の
範
囲
を
定
め
る
た
め
に

提
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

宗
教
と
は
、
個
々
の
人
間
が
孤
独
の
状
態
に
あ
っ
て
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
、
神

的
な
存
在
と
考
え
ら
れ
る
も
の
と
自
分
が
関
係
し
て
い
る
こ
と
を
悟
る
場
合
に
だ

け
生
ず
る
感
情
、
行
為
、
経
験
で
あ
る
。（
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
［
桝
田

啓
三
郎
訳
］『
宗
教
的
経
験
の
諸
相
』
上
［
岩
波
文
庫
、1969

、p.52

：W
illiam

�
Jam

es,�T
he V

arieties of R
eligious E

xperience : A
 Study in H

um
an 

N
ature,�Longm

ans,�Green,�and�Co.,�1902

］）

　

こ
の
定
義
で
は
、「
孤
独
の
状
態
」
に
あ
る
人
間
の
「
感
情
、
行
為
、
経
験
」
が
中
心

に
す
え
ら
れ
、
そ
れ
ら
が
、「
神
的
な
存
在
と
考
え
ら
れ
る
も
の
」
と
関
係
し
て
い
る
と

解
せ
ら
れ
て
い
る
場
合
に
、
宗
教
と
み
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
こ
の
定
義

を
下
す
直
前
に
、
み
ず
か
ら
の
探
求
の
対
象
を
「
個
人
的
宗
教
（personal�religion

）」

に
限
定
し
、
宗
教
の
社
会
的
側
面
は
直
接
取
り
扱
わ
な
い
こ
と
を
宣
言
し
て
い
ま
す
。
こ

れ
は
、
心
理
学
者
と
し
て
個
人
の
心
理
に
お
け
る
宗
教
的
な
も
の
の
意
味
を
研
究
し
よ
う

と
す
る
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
立
場
か
ら
下
さ
れ
た
定
義
な
の
で
す
。

　

ち
な
み
に
、『
宗
教
的
経
験
の
諸
相
』
は
、
と
く
に
宗
教
的
に
深
い
体
験
を
得
た
古
今

東
西
の
著
名
な
宗
教
者
た
ち
の
数
多
く
の
手
記
を
素
材
に
、
個
人
的
な
宗
教
経
験
の
詳
細

を
描
き
出
し
た
宗
教
心
理
学
の
古
典
で
、
も
う
四
〇
年
前
に
な
り
ま
す
が
、
私
は
学
生
時

代
、
小
説
の
よ
う
に
と
て
も
面
白
く
読
ん
だ
覚
え
が
あ
り
ま
す
。
も
っ
と
も
今
と
な
っ
て

み
れ
ば
、
本
書
の
末
尾
で
展
開
さ
れ
る
哲
学
的
な
議
論
を
そ
の
当
時
ど
れ
ほ
ど
理
解
で
き

た
の
か
、
は
な
は
だ
心
許
な
い
か
ぎ
り
な
の
で
す
が
。

⑵
エ
ミ
ー
ル
・
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
場
合

　

次
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
学
者
エ
ミ
ー
ル
・
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
（1858-1917

）
の
定
義

で
す
。
彼
は
、
ド
イ
ツ
の
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
（1864-1920

）
と
並
ん
で
、
近
代

社
会
学
の
源
流
に
位
置
し
て
い
ま
す
が）

（
（

、
と
り
わ
け
晩
年
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
先
住
民
の

ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
（
後
出
）
を
集
中
的
に
研
究
し
て
、
独
自
の
宗
教
社
会
学
を
構
築
し
て
い

ま
す
。宗

教
と
は
、
聖
な
る
事
物
、
す
な
わ
ち
分
離
さ
れ
禁
止
さ
れ
た
事
物
に
関
わ
る
信

念
と
実
践
と
が
連
動
し
て
い
る
体
系
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
信
念
と
実
践
と
は
、
こ

れ
に
従
う
す
べ
て
の
人
び
と
を
、
教
会
と
呼
ば
れ
る
同
一
の
道
徳
的
共
同
体
に
結

び
つ
け
て
い
る
。（
エ
ミ
ー
ル
・
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
［
山
﨑
亮
訳
］『
宗
教
生
活
の
基

本
形
態
―
―
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
け
る
ト
ー
テ
ム
体
系
』
上
［
ち
く
ま
学
芸
文

庫
、2014

、p.95

：Em
ile�D

urkheim
,�Les form

es élém
entaires de la vie 

religieuse : le systèm
e totém

ique en A
ustralie,�Felix�A

lcan,�1912

］）

　

デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
こ
の
定
義
は
、
宗
教
現
象
を
社
会
学
的
に
研
究
す
る
前
提
と
し
て
、

あ
ら
か
じ
め
研
究
対
象
の
範
囲
を
定
め
て
お
こ
う
と
す
る
暫
定
的
な
も
の
で
す
が
、
ポ
イ

ン
ト
は
三
つ
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
「
聖
な
る
事
物
（choses�sacrées

）」
が
含
意
し
て

い
る
「
聖
」
概
念
（
後
出
）
で
す
が
、
た
だ
し
そ
れ
は
、
俗
な
る
（profane

）
も
の
と

の
異
質
性
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
も
の
で
し
か
な
く
、
そ
の
内
実
は
、
こ
の
暫
定
的
な
定

義
の
な
か
で
は
明
ら
か
に
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

も
う
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
は
、「
信
念
と
実
践
」
の
枠
組
み
で
す
。「
信
念
」
は
フ
ラ
ン

ス
語
のcroyance

の
訳
語
で
、
英
語
で
言
え
ばbelief

に
当
た
り
ま
す
。「
実
践
」
の
方

は
フ
ラ
ン
ス
語
のpratique

の
訳
語
で
、
英
語
で
言
え
ばpractice

で
す
。
訳
と
し
て

は
ち
ょ
っ
と
こ
な
れ
な
い
日
本
語
で
す
が
、croyance

は
宗
教
的
な
観
念
さ
ら
に
は
宗

教
的
な
思
考
を
、pratique

は
宗
教
的
な
行
為
す
な
わ
ち
儀
礼
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま

す
。
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
に
よ
れ
ば
こ
れ
は
、
人
間
の
営
み
そ
れ
自
体
が
、
お
お
よ
そ
思
考
と



人
間
科
学
部
紀
要

　
第
四
号

　
二
〇
二
一
年
三
月

一
三

行
為
の
二
つ
の
側
面
に
分
か
れ
て
い
る
こ
と
に
対
応
す
る
も
の
と
さ
れ
ま
す
。

　

最
後
の
ポ
イ
ン
ト
は
「
教
会
と
呼
ば
れ
る
同
一
の
道
徳
的
共
同
体
」
で
す
。「
教
会
」

Église
（
英
語
のChurch

）
は
文
字
ど
お
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
会
―
―
と
い
っ
て
も
、

お
そ
ら
く
み
な
さ
ん
が
イ
メ
ー
ジ
す
る
で
あ
ろ
う
建
物
の
こ
と
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教

の
同
じ
信
仰
を
共
有
す
る
人
び
と
の
集
団
を
指
す
の
が
原
義
で
あ
る
―
―
の
こ
と
で
す

が
、
こ
こ
で
は
要
す
る
に
、
人
び
と
の
宗
教
的
な
集
団
、
共
同
体
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

　

結
局
の
と
こ
ろ
、
宗
教
と
は
、
俗
な
る
も
の
と
は
異
質
の
聖
な
る
も
の
に
関
わ
る
思
想

と
行
為
が
形
作
る
シ
ス
テ
ム
（
体
系
）
な
の
で
あ
り
、
そ
の
基
盤
に
は
常
に
共
同
体
が
存

在
し
て
い
る
、
と
い
う
の
が
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
基
本
認
識
だ
っ
た
の
で
す
。
宗
教
を
、
と

り
わ
け
そ
の
社
会
的
側
面
で
と
ら
え
よ
う
と
す
る
、
社
会
学
の
視
点
か
ら
の
定
義
と
言
え

ま
す）

（
（

。

⑶
岸
本
英
夫
の
場
合

　

最
後
に
挙
げ
る
の
は
、
日
本
を
代
表
す
る
宗
教
学
者
の
一
人
で
あ
っ
た
岸
本
英
夫

（1903-64

）
の
定
義
で
す
。
岸
本
は
卒
論
の
テ
ー
マ
に
ジ
ェ
イ
ム
ズ
を
取
り
上
げ
た
こ
と

か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
宗
教
心
理
学
の
立
場
か
ら
宗
教
学
を
体
系
づ
け
よ
う
と
し
た
研

究
者
で
し
た
。

宗
教
と
は
、
人
間
生
活
の
究
極
的
な
意
味
を
明
ら
か
に
し
、
人
間
の
問
題
の
究
極
的

解
決
に
関
わ
り
を
持
つ
と
、
人
々
に
よ
っ
て
信
じ
ら
れ
て
い
る
い
と
な
み
を
中
心
と

し
た
文
化
現
象
で
あ
る
。
宗
教
に
は
、
そ
の
い
と
な
み
と
の
関
連
に
お
い
て
、
神

観
念
や
神
聖
性
を
伴
う
場
合
が
多
い
。（
岸
本
英
夫
『
宗
教
学
』［
大
明
堂
、1961
、

p.17

］）

　

こ
の
定
義
で
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
直
接
心
理
学
的
な
表
現
は
見
当
り
ま
せ
ん
が
、

岸
本
は
、
心
理
学
を
中
心
に
社
会
学
的
知
見
も
取
り
込
ん
だ
、
当
時
流
行
の
行
動
科
学

（behavioral�science

）
の
視
点
か
ら
、
個
人
心
理
の
問
題
と
し
て
、
宗
教
を
と
ら
え
よ

う
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
た
と
え
ば
、
定
義
に
見
ら
れ
る
「
人
間
の
問
題
」
が
、

さ
ま
ざ
ま
な
ニ
ー
ズ
の
充
足
を
妨
げ
ら
れ
た
状
態
と
み
な
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
に
も
窺
え

ま
す
。

　

特
徴
的
な
表
現
と
し
て
は
「
究
極
的
」
の
語
が
目
に
付
き
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
当

時
、
ド
イ
ツ
生
れ
で
ア
メ
リ
カ
で
活
躍
し
て
い
た
神
学
者
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
（1886-

1965

）
が
、
宗
教
的
な
営
み
を
人
間
の
「
究
極
的
関
心
（ultim

ate�concern

）」
に
基
づ

け
て
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
に
大
き
く
影
響
さ
れ
た
用
語
法
で
す
。

　

他
方
で
、
あ
く
ま
で
人
間
生
活
の
意
味
や
問
題
の
解
決
を
前
面
に
打
ち
出
し
、
神
観
念

に
は
付
随
的
に
言
及
す
る
に
と
ど
ま
る
の
は
、
信
仰
対
象
と
し
て
の
「
神
的
な
存
在
」
あ

る
い
は
「
聖
な
る
事
物
」
を
前
面
に
立
て
る
ジ
ェ
イ
ム
ズ
や
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
西
欧
的
な

観
点
と
の
大
き
な
相
違
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

ち
な
み
に
、
研
究
者
た
ち
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
宗
教
の
定
義
と
関
連
し
て
、
現
行
の
国

語
辞
書
に
よ
る
宗
教
の
規
定
を
一
瞥
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
、『
広
辞
苑�

第
七
版
』（
岩
波
書
店
、2018

、p.1373

）
で
は
、
宗
教
は
以
下
の

よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

神
ま
た
は
何
ら
か
の
超
越
的
絶
対
者
、
あ
る
い
は
卑
俗
な
も
の
か
ら
分
離
さ
れ
禁
忌

さ
れ
た
神
聖
な
も
の
に
関
す
る
信
仰
・
行
事
・
制
度
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
体
系
。
帰

依
者
は
精
神
的
共
同
社
会
（
教
団
）
を
営
む
。
ア
ニ
ミ
ズ
ム
・
自
然
崇
拝
・
ト
ー
テ

ミ
ズ
ム
な
ど
の
自
然
宗
教
、
特
定
の
民
族
が
信
仰
す
る
民
族
宗
教
、
世
界
的
宗
教
す

な
わ
ち
仏
教
・
キ
リ
ス
ト
教
・
イ
ス
ラ
ム
教
な
ど
。
多
く
は
経
典
・
教
義
・
典
礼
な

ど
を
何
ら
か
の
形
で
も
つ
。
教
祖
が
い
る
場
合
は
創
唱
宗
教
と
呼
び
、
自
然
宗
教
と

区
別
す
る
。

　

次
に
は
、『
日
本
国
語
大
辞
典　

第
二
版
』
第
六
巻
（
小
学
館
、2001

、p.1217

）
に

お
け
る
宗
教
の
規
定
で
す
。

人
間
生
活
の
究
極
的
な
意
味
を
あ
き
ら
か
に
し
、
か
つ
人
間
の
問
題
を
究
極
的
に
解

決
し
う
る
と
信
じ
ら
れ
た
営
み
や
体
制
を
総
称
す
る
文
化
現
象
を
い
い
、
そ
の
営
み

と
の
関
連
に
お
い
て
、
神
観
念
や
聖
性
を
伴
う
場
合
が
多
い
。
ア
ニ
ミ
ズ
ム
、
ト
ー

テ
ミ
ズ
ム
な
ど
の
原
始
宗
教
や
、
呪
物
崇
拝
、
多
神
教
、
お
よ
び
キ
リ
ス
ト
教
、
仏

教
、
イ
ス
ラ
ム
教
な
ど
の
世
界
的
な
規
模
の
も
の
が
あ
り
、
文
化
程
度
、
民
族
な
ど



比
較
宗
教
学
講
義
Ⅰ
―
―
宗
教
の
と
ら
え
方

一
四

の
違
い
に
よ
っ
て
、
多
種
多
様
で
あ
る
。

　

少
し
ず
つ
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
前
者
が
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
に
よ
る
定
義
、

後
者
が
岸
本
に
よ
る
定
義
を
下
敷
に
し
て
い
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
し
ょ
う
。
わ
れ
わ
れ

は
と
か
く
、
辞
書
に
書
い
て
あ
る
こ
と
が
正
解
で
あ
る
と
思
い
込
み
が
ち
で
す
が
、
と
く

に
宗
教
と
い
っ
た
抽
象
的
な
用
語
の
説
明
は
、
一
定
の
視
点
か
ら
な
さ
れ
る
一
つ
の
解
釈

に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
、
肝
に
銘
じ
て
お
く
べ
き
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
二
〇
世
紀
以
降
、
宗
教
の
定
義
は
、
特
定
の
視
点
に
基
づ
く
作
業
仮
説

的
な
形
を
取
る
こ
と
が
一
般
的
に
な
っ
て
い
く
の
で
す
が
、
そ
れ
で
も
「
０
宗
教
の
字
義
」

の
節
の
最
後
に
見
た
よ
う
な
、「
宗
教
」
概
念
批
判
の
立
場
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
た
と
え

作
業
仮
説
的
で
あ
っ
て
も
、
す
べ
て
の
宗
教
に
当
て
は
ま
る
よ
う
な
定
義
と
い
う
発
想
そ

の
も
の
が
、
宗
教
を
実
体
視
す
る
本
質
主
義
と
し
て
批
判
の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
す）

（
（

。

　

た
し
か
に
、
現
実
の
宗
教
は
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
・
歴
史
的
な
文
脈
と
分
か
ち
が
た
く

結
び
つ
い
て
い
て
、
ま
た
、「
宗
教
」
概
念
が
構
成
さ
れ
る
際
の
権
力
関
係
―
―
た
と
え

ば
、
西
欧
的
な
視
点
か
ら
非
西
欧
の
社
会
や
文
化
を
見
下
す
よ
う
な
―
―
を
捨
象
し
た
ま

ま
、
宗
教
そ
の
も
の
を
定
義
す
る
意
味
は
な
い
と
す
る
批
判
も
、
当
然
成
立
し
得
る
で
し

ょ
う
。
実
際
、
宗
教
学
の
内
部
で
も
近
年
は
宗
教
の
定
義
は
ほ
と
ん
ど
試
み
ら
れ
て
い
ま

せ
ん
。

　

け
れ
ど
も
、
あ
る
対
象
を
認
識
す
る
際
に
、
な
ん
ら
か
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
や
実
体
視
は

避
け
て
通
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
宗
教
の
場
合
、
後
に
も
触
れ
る
通
り
、
諸
他

の
現
象
と
は
異
な
る
厄
介
な
事
情
も
存
在
し
ま
す
。

　

こ
の
授
業
で
は
、
一
定
の
命
題
の
形
で
明
確
に
宗
教
を
定
義
す
る
の
で
は
な
く
、
一
般

的
に
宗
教
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
に
含
ま
れ
得
る
共
通
の
要
素
を
簡
単
に
取
り
出
し
て
み

る
と
い
う
形
で
、
宗
教
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
を
描
き
出
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

註（
（
）�

も
っ
と
も
、
テ
ィ
ー
レ
の
こ
の
定
義
に
対
し
て
は
、
た
と
え
ば
初
期
仏
教
の
よ
う
に
神
を
対

象
と
し
な
い
宗
教
も
あ
る
と
い
っ
た
批
判
が
寄
せ
ら
れ
た
。
そ
れ
以
前
に
、
こ
れ
で
は
、
宗

教
の
内
容
や
性
格
を
示
す
に
は
ほ
ど
遠
い
、
き
わ
め
て
形
式
的
な
定
義
に
す
ぎ
な
い
と
言
わ

ざ
る
を
得
な
い
。

（
（
）�

ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、『
心
理
学
原
理T

he Principles of Psychology

』
を
一
八
九
〇
年
に
出

版
し
て
近
代
心
理
学
の
礎
を
築
い
た
後
、
哲
学
や
宗
教
心
理
学
の
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
く
。

な
お
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
は
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
サ
ン
ダ
ー
ス
・
パ
ー
ス
（（（（（-（（（（

）
や

ジ
ェ
イ
ム
ズ
ら
に
よ
っ
て
一
九
世
紀
末
の
ア
メ
リ
カ
で
提
唱
さ
れ
た
哲
学
説
で
あ
る
。
そ
の

内
容
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
ご
く
お
お
ざ
っ
ぱ
に
言
う
と
、
観
念
の
真
理
性
を
、
そ
の
観
念

に
基
づ
く
行
為
の
結
果
の
有
用
性
と
の
関
連
で
規
定
し
よ
う
と
す
る
立
場
で
あ
る
。

（
（
）�

デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
に
は
、
分
業
の
進
展
に
伴
う
「
機
械
的
連
帯
」
か
ら
「
有
機
的
連
帯
」
へ
の

移
行
と
し
て
近
代
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
描
き
出
し
た
『
社
会
分
業
論
―
―
高
等
諸
社
会
の
組
織

に
関
す
る
研
究
』（（（（（

）、『
社
会
分
業
論
』
で
用
い
ら
れ
た
社
会
学
方
法
論
を
体
系
化
し
た

『
社
会
学
的
方
法
の
規
準
』（（（（（

）、
社
会
的
自
殺
率
の
偏
差
か
ら
自
殺
の
社
会
的
要
因
を
読

み
解
く
『
自
殺
論
―
―
社
会
学
研
究
』（（（（（

）
等
の
著
作
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
社
会
学
の
古

典
的
著
作
と
目
さ
れ
て
い
る
。

（
（
）�

私
の
研
究
テ
ー
マ
の
一
つ
は
、
こ
の
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
と
、
彼
を
取
り
ま
く
社
会
学
年
報
学
派

―
―
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
が
創
刊
し
た
雑
誌
『
社
会
学
年
報
』
全
（（
巻
（（（（（-（（（（

）
に
結
集
し

た
若
手
の
研
究
者
た
ち
（
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
甥
で
人
類
学
者
の
マ
ル
セ
ル
・
モ
ー
ス
（（（（（-

（（（0

）、
宗
教
史
学
者
ア
ン
リ
・
ユ
ベ
ー
ル
（（（（（-（（（（

）、
民
俗
学
者
ロ
ベ
ー
ル
・
エ
ル
ツ

（（（（（-（（（（

）
ら
）
―
―
に
よ
る
宗
教
学
思
想
の
解
明
で
あ
る
。
山
﨑
亮
『
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
宗

教
学
思
想
の
研
究
』（
未
來
社
、（00（

）
と
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
『
宗
教
生
活
の
基
本
形
態
』
の
邦

訳
と
は
、
そ
の
成
果
の
一
端
で
あ
る
。

（
（
）�

た
と
え
ば
、「
宗
教
」
概
念
批
判
の
主
唱
者
の
一
人
と
し
て
著
名
な
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
出

身
の
人
類
学
者
タ
ラ
ル
・
ア
サ
ド
（（（（（-

）
は
、
ア
メ
リ
カ
の
人
類
学
者
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
・

ギ
ア
ツ
（（（（（-（00（

）
に
よ
る
「
文
化
体
系
と
し
て
の
宗
教
」（（（（（

）（
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
・

ギ
ア
ツ
［
吉
田
禎
吾
・
柳
川
啓
一
ほ
か
訳
］『
文
化
の
解
釈
学
』
Ⅰ
［
岩
波
書
店
、（（（（

：

Clifford�Geertz,�T
he Interpretation of Cultures,�Basic�Books,�（（（（

］、
所
収
）
に

お
け
る
宗
教
の
定
義
―
―
な
か
な
か
難
解
な
定
義
だ
が
、
一
言
で
い
え
ば
宗
教
的
象
徴
の
独

自
性
を
強
調
し
て
、
そ
の
社
会
的
機
能
を
示
す
―
―
を
、
そ
の
本
質
主
義
的
視
点
の
ゆ
え
に
、

徹
底
的
に
批
判
し
て
い
る
（
タ
ラ
ル
・
ア
サ
ド
「
人
類
学
の
範
疇
と
し
て
の
「
宗
教
」
の
構

築
」（（（（（

）［
タ
ラ
ル
・
ア
サ
ド
（
中
村
圭
志
訳
）『
宗
教
の
系
譜
―
―
キ
リ
ス
ト
教
と
イ
ス

ラ
ム
に
お
け
る
権
力
の
根
拠
と
訓
練
』（
岩
波
書
店
、（00（

：T
alal�A

sad,�G
enealogies of 

R
eligion. D

iscipline and R
easons of Pow

er in Christianity and Islam
,�T

he�Johns�
H

opkins�U
niversity�Press,�（（（（

）、
所
収
］）。
ア
サ
ド
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も

宗
教
現
象
を
実
体
視
す
る
「
宗
教
」
概
念
が
廃
棄
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
以
上
、「
宗
教
と
は
何

か
」
を
問
う
定
義
は
存
在
す
る
べ
く
も
な
い
。



人
間
科
学
部
紀
要

　
第
四
号

　
二
〇
二
一
年
三
月

一
五

３
宗
教
の
基
本
要
素
と
方
法
論
的
不
可
知
論
の
立
場

　

さ
て
、
い
わ
ゆ
る
宗
教
を
、
共
通
す
る
要
素
の
総
体
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
視
点

は
、
た
と
え
ば
前
節
で
取
り
上
げ
た
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
議
論
に
も
見
ら
れ
ま
す
が）

（
（

、
こ
こ

で
は
と
り
あ
え
ず
、
四
つ
の
基
本
的
な
要
素
を
取
り
出
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す）

（
（

。

　

ま
ず
第
一
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
社
会
集
団
と
い
う
要
素
で
す
。
た
と
え
ば
哲
学
者
が

独
自
の
深
遠
な
宗
教
思
想
を
生
み
出
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
、
そ
の
哲
学
者

一
人
の
思
想
で
あ
っ
て
、
個
別
の
主
観
的
な
も
の
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
信

者
が
一
人
だ
け
で
信
仰
し
て
い
る
も
の
を
、
通
常
は
「
宗
教
」
と
い
う
語
で
示
す
こ
と
は

あ
り
得
ま
せ
ん
。「
宗
教
」
と
い
う
言
葉
で
示
さ
れ
る
も
の
は
、
何
人
か
の
、
複
数
の
人

び
と
に
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
条
件
と
な
る
の
で
す
。
一
般
に
は
、
教
団
や
宗
派
、
教

会
―
―
先
ほ
ど
も
触
れ
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
も
と
も
と
、
キ
リ
ス
ト
教
で
同
じ
信
仰
を

も
つ
人
び
と
の
共
同
体
を
意
味
し
て
い
た
―
―
と
い
っ
た
言
葉
が
こ
れ
に
当
て
は
ま
り

ま
す
。

　

た
だ
、
こ
の
よ
う
な
教
団
と
い
っ
た
言
葉
か
ら
は
、
既
成
宗
教
の
リ
ジ
ッ
ド
な
教
団
組

織
が
も
っ
ぱ
ら
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
の
で
す
が
、
け
れ
ど
も
宗
教
の
基
本
要
素
と
し
て
の
社

会
集
団
は
、
こ
れ
に
尽
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
村
の
鎮
守
（
氏
神
）

の
秋
祭
や
、
都
市
部
の
神
社
の
夏
祭
―
―
手
っ
取
り
早
く
イ
メ
ー
ジ
す
る
と
す
れ
ば
、
た

と
え
ば
京
都
の
祇
園
祭
―
―
を
思
い
浮
か
べ
て
み
て
下
さ
い
。
通
常
で
あ
れ
ば
、
村
や
町

内
会
と
い
っ
た
世
俗
的
な
集
団
が
、
祭
の
場
で
は
、
と
も
に
神み

こ
し輿

を
担
ぎ
、
あ
る
い
は
山や

ま

鉾ぼ
こ

を
曳
き
、
直な

お
ら
い会

（
神
々
と
氏
子
の
饗
宴
）
に
参
加
す
る
、
そ
の
意
味
で
は
一
時
的
に
宗

教
的
な
社
会
集
団
に
変
貌
し
た
、
と
見
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
宗
教
に
お

け
る
社
会
集
団
の
要
素
は
、
柔
軟
に
と
ら
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

二
番
目
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
思
想
と
い
う
要
素
で
す
。
通
常
、「
宗
教
」
と
呼
ば
れ

て
い
る
も
の
に
は
、
必
ず
一
定
の
思
想
あ
る
い
は
考
え
方
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え

ば
、
信
仰
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
は
ど
の
よ
う
な
神
々
な
の
か
、
そ
の
神
々
と
人
間
や
世

界
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
に
つ
い
て
、
定
ま
っ
た
考
え
方
を
も
た
な
い
よ

う
な
宗
教
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
最
も
素
朴
な
形
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
神
話
―
―

た
と
え
ば
「
１
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
宗
教
観
」
の
節
で
取
り
上
げ
た
ギ
リ
シ
ア
神
話
や
、
日

本
の
『
古
事
記
』
に
見
ら
れ
る
八や

百お

万よ
ろ
ずの

神
々
の
物
語
は
そ
の
典
型
で
あ
る
―
―
と
し

て
、
あ
る
い
は
も
う
少
し
自
覚
化
さ
れ
る
と
教
義
（dogm

a

）
と
い
っ
た
形
で
現
わ
れ

ま
す
。

　

教
義
と
い
う
の
は
、
言
っ
て
み
れ
ば
、
そ
の
宗
教
の
信
仰
を
支
え
る
た
め
の
基
本
的
な

考
え
方
の
こ
と
で
、
た
と
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
の
三
位
一
体
説）

（
（

、
あ
る
い
は
イ
ス
ラ
ム
教
の

タ
ウ
ヒ
ー
ド）

（
（

と
い
っ
た
も
の
が
、
こ
れ
に
当
り
ま
す
。
さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
教
義
が
体
系

化
さ
れ
て
く
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
の
信
仰
を
前
提
に
し
た
学
問
と
し
て
の
神
学
が
発

達
し
て
い
き
ま
す
。
も
っ
と
も
、
仏
教
の
場
合
に
は
、
前
に
も
触
れ
た
よ
う
に
基
本
的

に
は
神
を
立
て
な
い
宗
教
な
の
で
、
同
様
の
学
問
を
教
学
な
い
し
は
宗
学
と
呼
ん
で
い

ま
す
。

　

三
番
目
に
は
行
為
と
い
う
要
素
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
ど
の
よ
う
な
宗
教
で
あ
っ
て
も
、

実
際
に
身
体
を
動
か
す
行
為
な
い
し
は
活
動
が
存
在
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
ま
ず
、
神
仏

な
ど
の
信
仰
対
象
に
対
す
る
一
定
の
ふ
る
ま
い
、
す
な
わ
ち
儀
礼
の
形
を
取
っ
て
現
わ
れ

ま
す
。
す
で
に
幾
度
か
触
れ
た
よ
う
に
、
生
贄
を
神
に
捧
げ
る
供
犠
は
そ
の
典
型
的
な
も

の
の
一
つ
で
す
。
そ
の
よ
う
に
血
生
臭
い
儀
礼
ば
か
り
で
は
な
く
、
神
々
に
祈
り
や
供
物

を
捧
げ
た
り
、
礼
拝
し
た
り
、
あ
る
い
は
聖
職
者
の
説
教
を
聞
く
の
も
、
広
い
意
味
で
は

儀
礼
＝
宗
教
的
実
践
に
含
ま
れ
ま
す
。

　

も
う
一
つ
の
タ
イ
プ
の
宗
教
的
な
行
為
と
し
て
は
、
信
者
自
身
が
み
ず
か
ら
を
高
め
る

た
め
に
行
な
う
修
行
が
あ
り
ま
す
。
日
本
を
含
む
東
ア
ジ
ア
圏
で
は
、
仏
教
を
は
じ
め
と

し
て
と
く
に
修
行
が
発
展
し
て
き
た
、
と
言
え
ま
す
。
修
行
と
い
う
と
、
み
な
さ
ん
も
、

白
衣
を
着
て
滝
に
打
た
れ
た
り
、
山
野
を
駆
け
巡
っ
た
り
す
る
行ぎ

よ
う
じ
や者

、
あ
る
い
は
ひ
た
す

ら
坐
禅
に
打
ち
込
む
禅
僧
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
が
直
ち
に
浮
か
ん
で
く
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
こ
れ
に
対
し
て
キ
リ
ス
ト
教
や
イ
ス
ラ
ム
教
で
は
、
修
行
は
さ
ほ
ど
盛
ん
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
修
行
に
は
、
俗
な
る
存
在
で
あ
る
人
間
が
、
神
仏
と
い
う
聖
な
る
存
在

に
近
づ
く
た
め
の
訓
練
と
し
て
の
性
格
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　

さ
ら
に
も
う
一
つ
、
信
者
が
社
会
に
出
か
け
て
行
な
う
社
会
活
動
、
た
と
え
ば
勤
労
奉

仕
や
慈
善
活
動
、
福
祉
の
取
り
組
み
な
ど
も
、
こ
の
よ
う
な
宗
教
の
行
為
的
要
素
と
し
て

と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

最
後
に
、
体
験
と
い
う
要
素
が
あ
り
ま
す
。
体
験
と
い
う
と
、
現
代
の
用
法
で
は
「
体

験
学
習
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、「
実
地
に
体
験
す
る
、
や
っ
て
み
る
」
と
い
う
意
味

に
受
け
取
ら
れ
か
ね
ま
せ
ん
が
、
こ
こ
で
い
う
体
験
と
は
、
む
し
ろ
人
間
の
内
面
的
な
心

の
状
態
を
指
し
て
い
ま
す
。
宗
教
に
は
、
日
常
的
な
生
活
で
は
味
わ
え
な
い
独
特
の
体
験



比
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が
あ
る
、
と
さ
れ
る
の
で
す
。
も
と
よ
り
そ
の
よ
う
な
体
験
の
典
型
的
な
も
の
は
、
神
や

仏
に
対
す
る
深
い
信
仰
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
安あ

ん
し
ん
り
ゆ
う
め
い

心
立
命
の
境
地
で
あ
っ
た
り
、
厳
し

い
坐
禅
の
修
行
の
結
果
得
ら
れ
る
悟
り
の
境
地
で
あ
っ
た
り
す
る
の
で
す
が
、
そ
れ
ば
か

り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

た
と
え
ば
み
な
さ
ん
が
神
社
や
寺
院
を
訪
ね
た
と
き
に
、
い
つ
も
と
は
違
っ
て
清す

が
す
が々

し

く
感
じ
た
り
、
厳お

ご
そか

な
雰
囲
気
を
体
験
し
た
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
た
と

え
ば
「
鎮
守
の
森
」
―
―
神
社
の
裏
手
に
あ
る
鬱う

つ

蒼そ
う

と
し
た
叢そ

う

林り
ん

―
―
が
醸
し
出
す
霊
気

や
、
あ
る
い
は
本
堂
に
祀
ら
れ
た
優
美
な
仏
像
と
辺
り
に
漂
う
お
香
の
か
お
り
に
よ
っ
て

も
た
ら
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
日
常
生
活
と
は
異
な
る
心
の
状

態
が
、
そ
こ
に
は
現
出
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
、
日
常
生
活
と
は
異
な
る
心
の
状
態
の
最
た
る
も
の
と
し
て
、
神
秘
体
験

あ
る
い
は
神
秘
主
義
（m

ysticism

）
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
宗
教
学
で
言
う
神
秘
主
義
と

は
、
通
常
の
用
法
に
お
け
る
よ
う
な
、
合
理
的
に
説
明
で
き
な
い
も
の
全
般
を
指
す
の
で

は
な
く
、
人
間
が
神
的
な
も
の
と
一
体
に
な
る
―
―
通
常
、
神
人
合
一
と
呼
ば
れ
る
―
―

神
秘
体
験
を
中
核
と
し
て
、
こ
れ
に
ま
つ
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
や
修
行
等
の
行
為
も
含

む
概
念
で
す
。
前
節
で
取
り
上
げ
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
『
宗
教
的
経
験
の
諸

相
』
の
終
わ
り
の
部
分
は
、
宗
教
経
験
の
頂
点
と
し
て
の
神
秘
主
義
の
分
析
に
充
て
ら
れ

て
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
神
と
一
体
に
な
っ
た
忘
我
状
態
の
体
験
―
―
た
と
え
ば
全
身
が

光
に
包
ま
れ
た
り
、
え
も
い
わ
れ
ぬ
よ
う
な
幸
福
感
が
湧
き
上
が
っ
て
き
た
り
―
―
が
活

き
活
き
と
描
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
神
秘
体
験
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
み
な
ら
ず
、

イ
ス
ラ
ム
教
（
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
）、
仏
教
（
禅
や
密
教
の
体
験
）
等
、
多
様
な
宗
教
伝
統

の
な
か
に
見
出
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

も
っ
と
も
一
方
で
、
近
年
で
は
、
こ
の
よ
う
な
宗
教
的
経
験
の
頂
点
と
し
て
の
神
秘
主

義
と
い
う
と
ら
え
方
自
体
が
、
近
代
以
降
の
キ
リ
ス
ト
教
の
視
点
か
ら
作
り
出
さ
れ
て
き

た
も
の
だ
、
と
す
る
議
論
も
提
示
さ
れ
て
い
ま
す）

（
（

。
こ
の
議
論
も
ま
た
、「
宗
教
」
概
念

批
判
の
議
論
と
同
様
、
宗
教
の
と
ら
え
方
を
相
対
化
す
る
一
例
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
た
し
か
に
社
会
集
団
、
思
想
、
行
為
、
体
験
と
い
う
四
つ

の
要
素
と
し
て
宗
教
を
と
ら
え
る
と
い
う
視
点
は
、
そ
れ
な
り
の
説
得
力
を
も
つ
よ
う
に

も
思
わ
れ
ま
す
。
あ
る
い
は
そ
れ
ら
は
ま
た
、
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の

定
義
に
お
け
る
信
念
と
実
践
、
な
ら
び
に
宗
教
的
共
同
体
、
さ
ら
に
は
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
定

義
に
お
け
る
宗
教
経
験
に
も
対
応

す
る
も
の
と
言
え
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
み
な
さ
ん
の

な
か
に
は
、
こ
こ
で
疑
問
が
生
じ

て
い
る
人
も
い
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
社
会
集

団
、
思
想
、
行
為
、
体
験
は
い
ず

れ
も
、
人
間
の
日
常
的
な
営
み
の

要
素
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
は

む
し
ろ
、
と
く
に
現
代
に
な
れ
ば

な
る
ほ
ど
、
宗
教
的
で
は
な
い
形

で
現
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
現
代
の
わ
れ
わ
れ
が

所
属
し
て
い
る
社
会
集
団
の
ほ
と

ん
ど
は
宗
教
的
な
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
し
、
思
想
や
行
為
、
体
験

に
し
て
も
同
様
で
す
。
だ
と
す
れ

ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
が
宗
教
的

と
な
る
の
は
、
ど
の
よ
う
な
と
き

な
の
で
し
ょ
う
か
。

　

考
え
ら
れ
る
の
は
、
た
と
え
ば

神
や
仏
と
い
っ
た
、
こ
の
世
を
超

え
た
眼
に
見
え
な
い
存
在
と
関
わ

る
と
き
、
そ
れ
ら
の
要
素
が
宗
教

的
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い

う
こ
と
で
す
。
こ
の
よ
う
に
眼
に

見
え
な
い
存
在
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

名
称
で
表
現
さ
れ
ま
す
が
、
宗
教

学
で
一
般
的
に
用
い
ら
れ
る
の

は
、「
聖
な
る
も
の
」
と
い
う
名

宗教現象の模式図
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で
す
。
社
会
集
団
、
思
想
、
行
為
、
体
験
と
い
っ
た
人
間
の
営
み
が
、
な
ん
ら
か
の
形

で
「
聖
な
る
も
の
」
と
関
わ
る
と
き
、
そ
れ
ら
は
宗
教
的
性
格
を
帯
び
る
よ
う
に
な
る
、

と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
解
す
る
な
ら
ば
、
宗
教
が
示
す
多
様
な
側
面
、
人

間
の
営
み
の
ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
関
わ
り
得
る
と
い
う
性
格
も
容
易
に
説
明
で
き

ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
「
聖
な
る
も
の
」
と
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。

今
、
そ
の
代
表
例
と
し
て
信
仰
対
象
と
な
る
神
や
仏
を
挙
げ
、
さ
ら
に
こ
の
世
を
超
え
た

眼
に
見
え
な
い
存
在
と
い
う
言
い
方
も
し
ま
し
た
。
眼
に
見
え
な
い
存
在
が
ど
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
の
か
を
的
確
に
言
い
表
わ
す
こ
と
は
な
か
な
か
難
し
い
も
の
で
す
。
先
ほ
ど

見
た
よ
う
に
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
「
聖
な
る
も
の
」
を
「
俗
な
る
も
の
」
と
の
異
質
性
に

よ
っ
て
規
定
し
て
い
ま
し
た
。「
聖
な
る
も
の
」
は
さ
し
あ
た
っ
て
、
い
わ
ば
眼
に
見
え

る
「
俗
な
る
も
の
」
の
対
極
に
あ
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
し
か
な
い
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

　
「
聖
な
る
も
の
」
の
性
質
を
表
わ
す
典
型
的
な
言
葉
と
し
て
は
、
絶
対
的
、
究
極
的
、

超
越
的
と
い
っ
た
形
容
詞
が
、
通
常
用
い
ら
れ
ま
す
。
何
も
の
に
も
制
約
さ
れ
ず
、
と
こ

と
ん
ま
で
突
き
詰
め
た
果
て
に
、
こ
の
世
界
を
超
越
し
て
い
る
、
と
い
っ
た
含
意
で
し
ょ

う
か
。
も
っ
と
も
、
い
わ
ゆ
る
「
聖
な
る
も
の
」
す
べ
て
が
、
こ
の
よ
う
に
厳
格
な
表
現

に
ふ
さ
わ
し
い
と
は
思
わ
れ
ま
せ
ん）

（
（

。
た
と
え
ば
道
端
の
「
お
地
蔵
さ
ん
」
―
―
も
と
も

と
は
六
道
（
天
、
人
間
、
修
羅
、
餓
鬼
、
畜
生
、
地
獄
）
に
苦
し
む
衆し

ゆ
じ
よ
う生

を
救
う
た
め
に

僧そ
う
ぎ
よ
う

形
で
現
わ
れ
る
仏
教
の
地
蔵
菩
薩
だ
っ
た
の
だ
が
、
日
本
で
は
「
民
間
信
仰
」（
後
出
）

の
身
近
な
守
護
者
と
し
て
、
多
様
な
利り

や
く益

が
願
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
―
―
は
、
た
し
か

に
信
心
の
対
象
で
は
あ
っ
て
も
、
絶
対
的
な
い
し
は
究
極
的
な
存
在
と
は
思
わ
れ
ま
せ

ん
。
た
だ
、
そ
れ
で
も
眼
に
見
え
な
い
世
界
と
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
、
こ

の
世
の
常
と
は
異
な
る
性
格
を
読
み
取
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
に
「
聖
な
る
も
の
」
の
尋
常
で
は
な
い
性
格
を
表
わ
す
表
現
と
し
て
は
、
超

自
然
的
、
非
合
理
的
、
さ
ら
に
は
非
日
常
的
と
い
っ
た
言
葉
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
と
も
か

く
も
、
自
然
を
超
え
て
い
て
、
合
理
的
に
は
と
ら
え
き
れ
ず
、
日
常
と
は
違
っ
た
性
格
を

示
す
も
の
と
し
て
「
聖
な
る
も
の
」
は
把
握
さ
れ
て
い
る
、
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
「
聖
な
る
も
の
」
は
、
本
当
に
実
在
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う

か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
神
や
仏
と
い
っ
た
眼
に
見
え
な
い
存
在
は
本
当
に
い
る
の
で
し
ょ

う
か
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
三
つ
の
選
択
肢
が
考
え
ら
れ
ま
す
。「
聖
な
る
も
の
」
言
い
換

え
れ
ば
超
越
的
な
世
界
あ
る
い
は
眼
に
見
え
な
い
世
界
が
、
実
在
す
る
／
実
在
し
て
い
な

い
／
ど
ち
ら
と
も
言
え
な
い
、
の
三
択
で
す
。

　

ま
ず
、
な
ん
ら
か
の
明
確
な
信
仰
を
も
っ
た
人
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
み
ず
か
ら
が
信

ず
る
神
や
仏
が
実
在
し
て
い
る
の
は
、
当
然
の
前
提
と
な
り
ま
す
。
実
在
す
る
神
な
い
し

仏
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
は
信
仰
の
対
象
と
な
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
立
場
は
、
便

宜
的
に
有
神
論
の
立
場
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う）

（
（

。
け
れ
ど
も
、「
聖
な
る
も
の
」

の
世
界
の
実
在
性
を
、
信
仰
を
も
た
な
い
人
に
対
し
て
客
観
的
に
証
明
す
る
の
は
至
難
の

業
と
な
る
で
し
ょ
う
。

　

一
方
で
、
い
わ
ゆ
る
無
神
論
の
立
場
に
立
つ
人
に
と
っ
て
は
、
神
も
仏
も
実
在
し
ま
せ

ん
。「
１
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
宗
教
観
」
の
節
で
紹
介
し
た
ク
セ
ノ
パ
ネ
ス
や
ヘ
ラ
ク
レ
イ

ト
ス
が
述
べ
て
い
た
よ
う
に
、
神
々
は
人
間
が
作
り
出
し
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
す
ぎ
な

い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
現
代
日
本
の
人
び
と
の
大
半
は
、
少
な
く
と
も
意

識
の
上
で
は
こ
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
ま
す
。

　

宗
教
現
象
は
、
宗
教
学
と
い
う
マ
イ
ナ
ー
な
学
問
だ
け
で
は
な
く
、
社
会
学
や
人
類
学
、

歴
史
学
な
ど
で
も
研
究
の
対
象
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
ら
の
研
究
者
の
大
半
も
、
こ

の
無
神
論
的
な
立
場
か
ら
研
究
を
行
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
場
合
、
宗
教

そ
の
も
の
が
い
わ
ば
幻
想
―
―
本
来
い
る
は
ず
の
な
い
神
や
仏
の
存
在
を
信
仰
す
る
―
―

に
す
ぎ
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
も
そ
も
宗
教
自
体
の
存
在
理
由
は
否
定
さ
れ
ざ
る
を
得

ま
せ
ん）

（
（

。
し
か
し
、
信
仰
を
も
つ
人
び
と
に
、「
聖
な
る
も
の
」
の
世
界
が
幻
想
に
す
ぎ

な
い
と
い
う
こ
と
を
納
得
さ
せ
る
の
は
、
こ
れ
ま
た
至
難
の
業
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

こ
れ
ら
有
神
論
と
無
神
論
の
二
つ
の
立
場
は
、
神
や
仏
が
い
る
と
と
ら
え
る
か
、
い
な

い
と
と
ら
え
る
か
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
正
反
対
の
立
場
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、

い
ず
れ
に
せ
よ
、
神
や
仏
が
い
る
か
い
な
い
か
を
断
定
的
に
判
断
で
き
る
と
考
え
て
い
る

点
で
は
同
じ
で
す
。
け
れ
ど
も
、
果
た
し
て
そ
う
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
に
第
三
の
立
場
が

想
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

そ
れ
は
、
神
や
仏
が
い
る
か
い
な
い
か
、
断
定
的
に
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
と

い
う
立
場
で
す
。
私
自
身
は
、
神
や
仏
が
実
在
し
て
い
る
と
確
信
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
し
、
逆
に
、
神
や
仏
は
す
べ
て

0

0

0

人
間
が
作
り
出
し
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
言
い
切



比
較
宗
教
学
講
義
Ⅰ
―
―
宗
教
の
と
ら
え
方

一
八

る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
神
や
仏
は
い
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
、

そ
の
判
断
は
保
留
す
る
し
か
な
い
、
と
し
か
、
私
に
は
言
え
な
い
の
で
す
。

　

こ
の
世
を
超
え
た
眼
に
見
え
な
い
世
界
の
実
在
を
、
直
接
、
客
観
的
に
論
証
す
る
こ
と

は
不
可
能
で
す
。
逆
に
、
そ
れ
を
完
全
に
否
定
す
る
こ
と
も
ま
た
、
同
様
に
不
可
能
で

す
。
た
だ
、
少
な
く
と
も
そ
の
よ
う
な
世
界
が
あ
る
と
信
じ
、
あ
る
い
は
あ
る
と
感
じ
る

人
間
が
い
て
、
同
じ
よ
う
に
信
じ
感
じ
る
他
者
と
集
い
、
こ
の
超
越
的
な
世
界
と
の
関
連

で
、
な
に
が
し
か
の
思
想
を
抱
き
、
行
為
し
、
さ
ら
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
内
的
体
験
を
獲
得

し
て
い
る
、
そ
の
現
実
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
は
、
人
間
の
営
み
と

し
て
の
―
―
そ
の
か
ぎ
り
で
は
眼
に
見
え
る
―
―
宗
教
現
象
が
立
ち
現
わ
れ
て
い
る
の
で

あ
り
、
こ
の
宗
教
現
象
の
諸
相
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
意
味
を
読
み
解
こ
う
と
す
る
と
こ

ろ
に
、
宗
教
学
と
い
う
学
問
が
成
立
す
る
、
と
、
そ
う
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
立
場
を
、
私
は
方
法
論
的
不
可
知
論
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
不
可
知
論
と
は
、

agnosticism

と
い
う
英
語
の
訳
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
文
字
通
り
、
神
の

存
在
は
不
可
知
―
―
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
―
―
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
で
す）

10
（

。
方
法
論

的
と
い
う
の
は
、
あ
く
ま
で
宗
教
現
象
を
対
象
と
し
て
研
究
を
進
め
て
い
く
か
ぎ
り
に
お

い
て
取
る
立
場
、
と
い
う
意
味
で
す
。
そ
の
研
究
者
自
身
が
、
た
と
え
特
定
の
信
仰
を
も

っ
て
い
た
と
し
て
も
、
あ
る
い
は
逆
に
無
神
論
者
だ
と
し
て
も
、
宗
教
現
象
を
研
究
す
る

際
の
立
脚
点
と
し
て
は
、
不
可
知
論
の
立
場
に
立
つ
こ
と
は
可
能
な
の
で
す
。

　

宗
教
に
つ
い
て
は
、
お
び
た
だ
し
い
書
物
が
書
店
に
は
並
ん
で
い
ま
す
し
、
ネ
ッ
ト
上

で
も
多
様
な
言
説
が
乱
れ
飛
ん
で
い
ま
す
が
、
そ
の
大
半
は
、
み
ず
か
ら
の
依
っ
て
立
つ

立
場
―
―
有
神
論
な
の
か
無
神
論
な
の
か
、
あ
る
い
は
不
可
知
論
な
の
か
―
―
を
明
ら
か

に
し
な
い
ま
ま
、
議
論
を
進
め
て
い
ま
す
。
有
神
論
者
と
無
神
論
者
が
同
じ
宗
教
に
つ
い

て
議
論
を
し
た
と
し
て
も
、
歯
車
が
噛
み
合
わ
な
い
の
は
当
然
で
し
ょ
う
。
あ
る
い
は
む

し
ろ
、
み
ず
か
ら
の
立
場
を
明
確
に
し
な
い
立
論
は
、
き
わ
め
て
無
責
任
で
あ
る
、
と
私

は
思
っ
て
い
ま
す
。

　

と
も
か
く
も
、
こ
の
授
業
で
は
、
今
し
も
見
た
方
法
論
的
不
可
知
論
の
立
場
か
ら
、
世

界
の
三
大
宗
教
を
眺
め
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す）

11
（

。

註（
（
）�

デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
、
聖
、
霊
魂
、
精
霊
、
神
の
宗
教
的
信
念
と
、
消
極
的
祭
祀
＝
禁
忌
、
禁

欲
主
義
、
積
極
的
祭
祀
（
供
犠
、
擬
態
的
儀
礼
、
表
象
的
儀
礼
）、
償
い
の
儀
礼
の
宗
教
的
実

践
と
を
、
す
べ
て
の
宗
教
に
共
通
す
る
本
質
的
要
素
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
（
デ
ュ
ル
ケ

ー
ム
『
宗
教
生
活
の
基
本
形
態
』
上
、pp.（0f.

、
下
、p.（（（

）。
た
だ
し
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
、

こ
れ
が
す
べ
て
の
宗
教
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
論
証
を
ま
っ
た
く
行
な
っ
て
お
ら

ず
、
さ
ら
に
そ
の
内
容
か
ら
見
て
、
キ
リ
ス
ト
教
と
り
わ
け
カ
ト
リ
ッ
ク
や
、
ユ
ダ
ヤ
教
を

念
頭
に
置
い
て
、
こ
れ
ら
の
要
素
を
抽
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
（
）�

こ
の
よ
う
に
四
つ
の
基
本
要
素
を
取
り
出
す
形
で
宗
教
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
を
描
い
た
も
の
と

し
て
は
、
田
丸
徳
善
「
宗
教
の
科
学
」（
上
田
閑
照
・
柳
川
啓
一
編
『
宗
教
学
の
す
す
め
』［
筑

摩
書
房
、（（（（

］、
所
収
）、
脇
本
平
也
『
宗
教
学
入
門
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、（（（（

）
が

あ
る
。
さ
ら
に
遡
れ
ば
、
ヨ
ア
ヒ
ム
・
ヴ
ァ
ッ
ハ
（
渡
辺
学
・
保
呂
篤
彦
・
奥
山
倫
明
訳
）

『
宗
教
の
比
較
研
究
』（
法
蔵
館
、（（（（

：Joachim
�W

ach,�T
he Com

parative Study of 
R

eligions,�Colum
bia�U

niversity�Press,�（（（（

）
に
も
、
同
様
の
観
点
が
見
ら
れ
る
。

（
（
）�

神
は
、
父
と
子
と
聖
霊
と
い
う
三
つ
の
位
格
（
ペ
ル
ソ
ナ
）
を
取
っ
て
現
わ
れ
る
が
、
そ
の

本
体
は
一
つ
で
あ
る
と
す
る
教
え
。
父
は
神
そ
の
も
の
、
子
は
イ
エ
ス
＝
キ
リ
ス
ト
、
聖
霊

は
個
々
の
人
間
の
内
面
へ
の
神
の
作
用
―
―
た
と
え
ば
聖
母
マ
リ
ア
は
聖
霊
に
よ
っ
て
イ
エ

ス
を
身
ご
も
っ
た
と
さ
れ
る
―
―
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
三
位
一
体
説
は
、
キ
リ
ス

ト
教
の
要
を
示
す
教
義
で
あ
る
。

（
（
）�

ア
ラ
ビ
ア
語
で
神
の
唯
一
性
を
指
す
。
こ
れ
も
、
コ
ー
ラ
ン
（
ク
ル
ア
ー
ン
）
に
示
さ
れ
た
、

イ
ス
ラ
ム
教
の
根
幹
を
な
す
教
義
と
言
え
る
。

（
（
）�

こ
の
点
に
関
し
て
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
鶴
岡
賀
雄
「
神
秘
主
義
」（
星
野
英
紀
ほ
か
編
『
宗

教
学
事
典
』［
丸
善
、（0（0

、pp.（（（-（0（

］）
を
参
照
の
こ
と
。

（
（
）�「
聖
な
る
も
の
」（
英
語
で
はthe�holy

、
フ
ラ
ン
ス
語
で
はle�sacré

、
ド
イ
ツ
語
で
は

das�H
eilige

。
そ
れ
ぞ
れ
「
聖
な
る
」
と
い
う
形
容
詞
に
定
冠
詞
を
付
し
て
名
詞
化
し
て
い
る
）

と
い
う
名
称
は
、
す
で
に
見
た
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
や
、
ド
イ
ツ
の
神
学
者
で
宗
教
学
者
で
も
あ

っ
た
ル
ド
ル
フ
・
オ
ッ
ト
ー
（（（（（-（（（（

）（
華
園
聰
麿
訳
『
聖
な
る
も
の
―
―
神
的
な
も
の

の
観
念
に
お
け
る
非
合
理
的
な
も
の
、
お
よ
び
合
理
的
な
も
の
と
そ
れ
と
の
関
係
に
つ
い
て
』

［
創
元
社
、（00（

：Rudolf�O
tto,�D

as H
eilige. Ü

ber das Irrationale in der Idee des 
G

öttlichen und sein V
erhältnis zum

 R
ationalen,�T

rew
endt�und�Granier,�（（（（

］）、

さ
ら
に
は
ミ
ル
チ
ャ
・
エ
リ
ア
ー
デ
（（（0（-（（

）（
風
間
敏
夫
訳
『
聖
と
俗
―
―
宗
教
的
な

る
も
の
の
本
質
に
つ
い
て
』［
法
政
大
学
出
版
局
、（（（（

：M
ircea�Eliade,�D

as H
eilige 

und das Profane, V
om

 W
esen des R

eligiösen,�Row
ohlt,�（（（（

］）
に
よ
る
と
こ
ろ
が

大
き
い
。
三
者
の
「
聖
」
概
念
を
比
較
し
た
も
の
と
し
て
、
さ
し
あ
た
っ
て
藤
原
聖
子
「
聖

と
俗
」（
星
野
英
紀
ほ
か
編
『
宗
教
学
事
典
』［
丸
善
、（0（0

、pp.（（-（（

］）
を
参
照
の
こ
と
。

ま
た
近
年
、
聖
概
念
に
関
し
て
も
「
宗
教
」
概
念
と
同
様
、
そ
の
西
欧
出
自
と
本
質
主
義
的

性
格
が
批
判
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
点
も
含
め
て
詳
し
く
は
、
藤
原
聖
子
『「
聖
」
概

念
と
近
代
―
―
批
判
的
比
較
宗
教
学
に
向
け
て
』（
大
正
大
学
出
版
会
、（00（

）
を
参
照
の



人
間
科
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要

　
第
四
号

　
二
〇
二
一
年
三
月

一
九

こ
と
。

（
（
）�
こ
の
よ
う
に
峻
厳
な
表
現
は
や
は
り
、
キ
リ
ス
ト
教
に
代
表
さ
れ
る
一
神
教
の
発
想
に
由
来

す
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
（
）�「
聖
な
る
も
の
」
は
神
に
限
定
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
便
宜
的
な
表

現
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
う
有
神
論
と
は
、「
聖
な
る
も
の
」
の
世
界
の
実
在
を
肯
定
す
る
立
場

を
指
し
、
具
体
的
に
は
特
定
宗
教
の
信
者
、
神
学
や
教
学
の
立
場
に
立
つ
研
究
者
、
宗
教
学

の
な
か
で
も
「
宗
教
現
象
学
」
と
呼
ば
れ
る
立
場
を
標
榜
す
る
研
究
者
な
ど
を
含
む
。
宗
教

現
象
学
に
つ
い
て
は
、
か
な
り
難
解
だ
が
、
華
園
聰
麿
『
宗
教
現
象
学
入
門
―
―
人
間
学
へ

の
視
線
か
ら
』（
平
凡
社
、（0（（

）
を
参
照
の
こ
と
。
ち
な
み
に
有
神
論
の
語
は
、
通
常
の
用

法
と
し
て
は
、
英
語
のtheism
の
翻
訳
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
の
実
在
を
肯
定
す
る
立

場
を
指
す
。

（
（
）�

無
神
論
（atheism

）
の
立
場
か
ら
の
宗
教
研
究
で
は
、
宗
教
現
象
を
、
結
局
の
と
こ
ろ
他

の
現
象
―
―
た
と
え
ば
人
間
心
理
や
、
社
会
現
象
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な
ど
―
―
の
象
徴
的
表

現
と
し
て
説
明
す
る
ケ
ー
ス
が
大
半
で
あ
る
。
前
註
で
挙
げ
た
宗
教
現
象
学
の
立
場
か
ら
は
、

こ
の
よ
う
な
説
明
は
、
還
元
主
義
―
―
独
自
の
性
質
を
も
つ
宗
教
現
象
を
ほ
か
の
現
象
に
還

元
し
て
い
る
―
―
と
し
て
批
判
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
。
他
方
で
、
こ
こ
ま
で
何
度
も
言
及

し
て
き
た
「
宗
教
」
概
念
批
判
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
宗
教
現
象
の
独
自
性
を
強
調
す
る
宗

教
現
象
学
の
立
場
こ
そ
、
本
質
主
義
的
な
実
体
論
の
元
凶
と
し
て
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
（0
）
こ
の
よ
う
な
立
場
は
、
西
欧
に
か
ぎ
っ
て
み
て
も
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
以
来
た
び
た
び
見
出
せ

る
が
、
近
代
で
は
イ
ギ
リ
ス
の
哲
学
者
、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ヒ
ュ
ー
ム
（（（（（-（（

）
の
『
自

然
宗
教
に
関
す
る
対
話
』（
犬
塚
元
訳
、
岩
波
文
庫
、（0（0

：D
avid�H

um
e,�D

ialogues 
concerning N

atural R
eligion,�（（（（

）
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
神

の
不
可
知
性
を
説
く
立
場
を
表
わ
す
た
め
にagnosticism

と
い
う
言
葉
を
作
っ
た
の
は
、

イ
ギ
リ
ス
の
生
物
学
者
ト
マ
ス
・
ヘ
ン
リ
ー
・
ハ
ク
ス
リ
ー
（（（（（-（（

）
で
あ
り
、
彼
が

一
八
六
九
年
の
講
演
の
な
か
で
初
め
て
用
い
た
と
さ
れ
る
。

（
（（
）
以
上
の
よ
う
な
方
法
論
的
不
可
知
論
の
立
場
は
、
オ
ウ
ム
真
理
教
事
件
を
め
ぐ
る
多
様
な
言

説
の
分
析
か
ら
、
私
が
導
き
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
詳
し
く
は
、
山
﨑
亮
「
オ
ウ
ム
真
理
教

事
件
と
宗
教
学
―
―
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
の
一
〇
年
後
に
」（『
福
祉
文
化
』
４
、（00（

）
を

参
照
の
こ
と
（
島
根
大
学
学
術
情
報
リ
ポ
ジ
ト
リSW

A
N

で
閲
覧
可
能
）。
こ
の
論
文
の
主

旨
は
、
方
法
論
的
不
可
知
論
の
立
場
に
よ
っ
て
、
宗
教
現
象
の
理
解
に
関
わ
る
有
神
論
の
立

場
と
無
神
論
の
立
場
と
を
止
揚
す
る
視
角
が
切
り
開
か
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
点
に

あ
っ
た
。

　
　
　

ち
な
み
に
、「
２
宗
教
の
定
義
」
の
節
の
末
尾
で
、「
宗
教
の
場
合
、
後
に
も
触
れ
る
通
り
、

諸
他
の
現
象
と
は
異
な
る
厄
介
な
事
情
も
存
在
し
ま
す
」
と
述
べ
た
事
柄
も
、
こ
の
点
に
関

わ
っ
て
く
る
。
有
神
論
の
立
場
が
明
ら
か
に
「
聖
な
る
も
の
」
の
実
体
視
に
依
拠
し
て
い
る

の
に
対
し
、
無
神
論
の
立
場
が
、「
聖
な
る
も
の
」
の
実
在
を
否
定
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、

そ
の
よ
う
な
実
体
視
に
関
わ
ら
な
い
可
能
性
を
含
ん
で
い
る
こ
と
は
、
明
白
で
あ
ろ
う
。
た

び
た
び
言
及
し
て
き
た
「
宗
教
」
概
念
批
判
は
、
そ
の
一
つ
の
ス
ト
レ
ー
ト
な
帰
結
と
み
な

す
こ
と
も
で
き
る
。

　
　
　

た
だ
、「
聖
な
る
も
の
」
の
実
在
性
に
関
す
る
判
断
を
保
留
す
る
方
法
論
的
不
可
知
論
の
立

場
か
ら
す
る
な
ら
ば
、「
聖
な
る
も
の
」
の
実
体
視
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
完
全
に
否
定
す
る

こ
と
も
完
全
に
肯
定
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
宗
教
現

象
に
つ
い
て
は
、
眼
に
見
え
な
い
世
界
＝
「
聖
な
る
も
の
」
の
実
在
性
―
―
当
事
者
の
意
識

に
お
け
る
―
―
に
関
わ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
そ
の
実
体
視
の
如
何
に
関
し
て
も
判
断
を
保

留
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
、「
厄
介
な
事
情
」
を
抱
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

し
か
し
、
い
さ
さ
か
逆
説
的
な
物
言
い
に
な
る
が
、
こ
の
判
断
保
留
を
逆
手
に
取
る
な
ら

ば
、
諸
他
の
現
象
で
は
な
い
、
ほ
か
な
ら
ぬ
宗
教
現
象
だ
か
ら
こ
そ
、
方
法
論
的
不
可
知
論

の
立
場
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
還
元
主
義
と
本
質
主
義
双
方
の
視
点
を
い
ず
れ
も
援
用
す

る
こ
と
が
、
い
わ
ば
暫
定
的
に
可
能
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
そ
の
際
に
、
両
者

の
い
ず
れ
か
に
固
執
す
る
の
で
は
な
く
、
両
者
の
あ
い
だ
で
、
み
ず
か
ら
の
視
点
を
常
に
相

対
化
し
つ
つ
、
絶
え
ず
動
態
的
か
つ
複
眼
的
な
視
座
の
確
保
に
務
め
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は

言
う
ま
で
も
な
い
。

４
「
聖
な
る
も
の
」
と
の
関
わ
り
方
―
―
呪
術
と
宗
教

　

前
節
で
、
宗
教
の
基
本
要
素
と
方
法
論
的
不
可
知
論
の
立
場
を
説
明
し
ま
し
た
。
宗
教

と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
に
は
、
通
常
、
社
会
集
団
、
思
想
、
行
為
、
体
験
と
い
う
四
つ
の

要
素
が
含
ま
れ
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
ら
が
「
聖
な
る
も
の
」
と
呼
ば
れ
る
眼
に
見
え
な

い
超
越
的
な
世
界
と
な
ん
ら
か
の
関
わ
り
を
も
つ
と
思
わ
れ
る
場
合
、
そ
こ
に
人
間
の
営

み
と
し
て
の
宗
教
現
象
が
立
ち
現
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
際
、「
聖
な
る
も
の
」

が
現
に
実
在
す
る
と
も
実
在
し
な
い
と
も
断
定
せ
ず
、
判
断
保
留
の
ま
ま
宗
教
現
象
を
眺

め
よ
う
と
す
る
の
が
、
方
法
論
的
不
可
知
論
の
立
場
で
し
た）

（
（

。

　

さ
て
、
次
に
、「
聖
な
る
も
の
」
と
の
関
わ
り
方
の
問
題
と
し
て
、
呪
術
を
取
り
上
げ

て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
「
呪
術
」
と
い
う
言
葉
は
、
み
な
さ
ん
も
ど
こ
か
で
眼
に
し
た
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま

す
。
た
と
え
ば
考
古
学
の
発
掘
で
、
縄
文
時
代
の
遺
跡
か
ら
女
性
を
象
っ
た
土
偶
が
出
土

し
た
と
し
て
、「
こ
れ
は
地
母
神
に
対
す
る
縄
文
人
の
呪
術
的
な
信
仰
を
示
し
て
い
る
」

と
い
っ
た
形
で
紹
介
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
用
い
ら
れ
る
「
呪
術
」
と
い
う

言
葉
に
は
、「
原
始
人
」
に
よ
る
素
朴
で
稚
拙
な
段
階
の
信
仰
と
い
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
が



比
較
宗
教
学
講
義
Ⅰ
―
―
宗
教
の
と
ら
え
方

二
〇

含
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
「
呪
術
」
の
語
の
初
見
は
、
平
安
時
代
の
『
続
日
本
紀
』（
七
九
七
年
完
成
）
に
ま
で
遡

る
と
さ
れ
ま
す
が）

（
（

、
そ
の
用
例
は
稀
で
、
こ
れ
も
ま
た
「
宗
教
」
の
場
合
と
同
様
、
明
治

以
降
、
英
語
のm

agic

（
フ
ラ
ン
ス
語
や
ド
イ
ツ
語
の
ス
ペ
ル
で
はm

agie

）
の
訳
語
と

し
て
定
着
し
て
い
っ
た
言
葉
で
す
。
大
和
言
葉
で
こ
れ
に
当
る
の
は
む
し
ろ
、「
ま
じ
な

い
」
や
「
の
ろ
い
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

m
agic

の
訳
語
と
し
て
は
、「
呪
術
」
の
ほ
か
に
も
「
魔
術
」
や
「
魔
法
」
と
い
う
言

葉
も
、
た
と
え
ば
文
学
作
品
や
オ
カ
ル
ト
の
世
界
で
は
広
く
用
い
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に

は
手
品
な
ど
の
場
合
に
は
そ
の
ま
ま
の
表
記
「
マ
ジ
ッ
ク
」
と
し
て
も
通
用
し
て
い
ま
す
。

一
方
、「
呪
術
」
と
い
う
訳
語
は
と
り
わ
け
一
九
二
〇
年
代
以
降
、
宗
教
学
の
分
野
か
ら

始
ま
っ
て
、
主
に
学
術
用
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
学
術
用

語
と
し
て
の
「
呪
術
（m

agic

）」
に
つ
い
て
、
宗
教
と
の
関
連
で
述
べ
て
み
ま
す
。

　

m
agic

な
い
し
はm

agie

と
い
っ
た
西
欧
語
は
、
ラ
テ
ン
語
のm

agia

、
さ
ら
に
ギ
リ

シ
ア
語
のm

ageia

が
語
源
な
の
で
す
が
、
こ
のm

ageia

と
い
う
言
葉
は
、
古
代
ペ
ル

シ
ア
―
―
今
の
イ
ラ
ン
―
―
の
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
の
神
官
の
呼
称m

agos

に
由
来
す
る

と
さ
れ
ま
す
。
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
は
、
紀
元
前
一
二
世
紀
に
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
が
創
始
し
た
、

ア
フ
ラ
＝
マ
ズ
ダ
を
主
神
と
す
る
二
元
論
的
色
彩
の
濃
い
宗
教
で
あ
り
、
拝
火
教
と
も
称

さ
れ
ま
す）

（
（

。
古
代
ギ
リ
シ
ア
で
は
、
得
体
の
知
れ
ぬ
よ
そ
者
で
あ
るm

agos

が
操
る
怪

し
い
術
と
い
う
意
味
で
、m

ageia

の
語
は
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
の
用
法

は
キ
リ
ス
ト
教
に
も
受
け
継
が
れ
、
中
世
を
通
じ
て
、m

egeia

の
ラ
テ
ン
語
形
で
あ
る

m
agia

は
、
い
わ
ゆ
る
「
迷
信
」（superstitio

）
と
同
一
視
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
ラ
テ
ン
語
のm

agia

を
語
源
と
す
るm

agic,�m
agie

が
学
術
用
語
と
し
て
採
用

さ
れ
る
の
は
、
一
九
世
紀
後
半
に
な
っ
て
か
ら
で
、
と
く
に
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
人
類
学

者
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ジ
ョ
ー
ジ
・
フ
レ
イ
ザ
ー
（1854-1941

）
が
『
金
枝
篇T

he G
olden 

Bough

』）
（
（

の
な
か
で
下
し
た
規
定
が
有
名
で
す
。
フ
レ
イ
ザ
ー
に
よ
れ
ば
、
呪
術
に
は
二

つ
の
法
則
が
作
用
し
て
い
る
と
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、「
類
似
は
類
似
を
生
む
」
と
い
う

類
似
の
法
則
と
、「
か
つ
て
た
が
い
に
接
触
し
て
い
た
も
の
は
、
物
理
的
な
接
触
の
や
ん

だ
後
ま
で
も
、
な
お
空
間
を
距
て
て
相
互
的
作
用
を
継
続
す
る
」
と
い
う
接
触
な
い
し
は

感
染
の
法
則
で
す
（
永
橋
訳
『
金
枝
篇
』
一
、p.57

）。

　

た
と
え
ば
、
恨
ん
で
い
る
人
物
の
写
真
を
添
え
た
藁
人
形
に
五
寸
釘
を
刺
し
て
そ
の
人

物
に
危
害
を
加
え
よ
う
と
す
る
の
は
、
類
似
の
法
則
に
基
づ
い
て
お
り
、
そ
の
人
物
の
髪

の
毛
を
取
っ
て
き
て
藁
人
形
に
巻
き
つ
け
て
お
く
と
効
果
が
倍
増
す
る
と
い
う
の
は
、
感

染
の
法
則
に
基
づ
い
て
い
る
、
と
い
う
訳
で
す
。
フ
レ
イ
ザ
ー
に
よ
れ
ば
、
知
性
が
未
発

達
な
「
原
始
人
」
や
「
民
衆
」
に
あ
っ
て
は
、
意
識
の
な
か
の
観
念
（idea

）
が
結
び
つ

く
と
、
こ
れ
に
対
応
す
る
外
界
の
事
物
も
結
び
つ
く
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
―
―
こ
れ
を

観
念
連
合
と
呼
ぶ
―
―
と
さ
れ
ま
す
。

　

要
す
る
に
、
フ
レ
イ
ザ
ー
に
よ
れ
ば
呪
術
は
、
科
学
と
同
様
に
、
自
然
界
の
現
象
の
法

則
を
利
用
し
て
こ
れ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
す
る
試
み
な
の
で
す
が
、
し
か
し
そ
こ

で
想
定
さ
れ
て
い
る
法
則
は
、
観
念
連
合
に
よ
る
誤
っ
た
認
識
＝
疑
似
科
学
で
し
か
な
い

の
で
す
。
人
間
は
や
が
て
、
み
ず
か
ら
の
誤
り
に
気
づ
い
て
自
然
現
象
は
そ
う
た
や
す
く

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
悟
り
、
神
々
の
力
に
す
が
っ
て
こ
れ
を
崇
拝
す

る
宗
教
が
成
立
し
た
の
だ
、
と
フ
レ
イ
ザ
ー
は
考
え
ま
す
。
こ
こ
で
は
呪
術
は
、
知
性
の

未
発
達
な
人
び
と
の
、
誤
っ
た
認
識
に
よ
る
行
為
パ
タ
ー
ン
、
い
わ
ば
「
迷
信
」
と
し
て

と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

本
節
の
冒
頭
で
、「
呪
術
」
と
い
う
言
葉
に
、「「
原
始
人
」
に
よ
る
素
朴
で
稚
拙
な
段

階
の
信
仰
」
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
指
摘
し
ま
し
た
が
、
そ
こ

に
は
、
フ
レ
イ
ザ
ー
流
の
呪
術
観
が
暗
黙
の
う
ち
に
前
提
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で

き
る
で
し
ょ
う
。
現
在
の
人
類
学
や
宗
教
学
で
は
、
こ
の
よ
う
な
呪
術
観
は
基
本
的
に
批

判
さ
れ
て
い
ま
す
が）

（
（

、
し
か
し
そ
の
影
響
に
は
根
強
い
も
の
が
あ
る
よ
う
で
す
。

　

も
う
一
つ
、
フ
レ
イ
ザ
ー
の
呪
術
観
で
は
、
宗
教
に
対
し
て
も
呪
術
は
劣
位
に
置
か
れ

て
い
ま
す
。
い
わ
ば
、
身
の
程
知
ら
ず
に
自
然
を
支
配
で
き
る
と
思
い
込
ん
で
い
た
人
間

が
、
み
ず
か
ら
の
非
力
さ
を
自
覚
し
、
真
の
超
自
然
的
存
在
で
あ
る
神
々
へ
の
謙
虚
な
信

仰
に
目
覚
め
た
の
だ
、
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
で
し
ょ
う
か
。
低
劣
な
営
み
と
し
て
の
呪
術

の
挫
折
か
ら
高
尚
な
宗
教
が
生
ま
れ
た
、
と
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
し
か
し
、
呪
術
は
科

学
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
べ
き
で
、
宗
教
よ
り
も
劣
る
存
在
だ
と
、
本
当
に
そ
う
言
え
る

の
で
し
ょ
う
か
。

　

わ
れ
わ
れ
は
、
特
定
の
神
仏
へ
の
信
仰
を
も
っ
て
い
な
く
て
も
、
神
社
や
寺
院
に
参
拝

し
て
祈
願
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
合
格
祈
願
で
あ
っ
た
り
、
交
通
安

全
祈
願
、
安
産
祈
願
、
あ
る
い
は
病
気
平
癒
や
家
内
安
全
を
願
う
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

そ
の
場
合
、
合
格
や
安
産
等
の
世
俗
的
な
目
的
が
ま
ず
あ
っ
て
、
神
社
に
住
ま
う
は
ず
の
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神
、
あ
る
い
は
本
堂
に
仏
像
が
安
置
さ
れ
て
い
る
仏
、
す
な
わ
ち
「
聖
な
る
も
の
」
は
、

そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
と
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に

「
聖
な
る
も
の
」
を
手
段
と
し
て
利
用
す
る
関
わ
り
方
は
、
一
般
に
呪
術
的
で
あ
る
と
み

な
さ
れ
て
い
ま
す）

（
（

。

　

合
格
祈
願
を
例
に
取
っ
て
み
れ
ば
、
合
格
を
目
指
し
て
受
験
勉
強
に
精
進
し
、
努
力
を

尽
く
す
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
し
ょ
う
が
、
し
か
し
な
が
ら
ど
れ
ほ
ど
努
力
を
重
ね
た
と
し

て
も
、
自
分
の
力
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
場
合
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
た
と
え
ば
受
験
当

日
に
高
熱
が
出
た
り
、
体
調
を
崩
し
て
し
ま
っ
て
実
力
が
発
揮
で
き
な
く
な
る
可
能
性
は

常
に
付
き
ま
と
い
ま
す
。
最
後
の
と
こ
ろ
は
自
分
の
力
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
か
ら
こ

そ
、
眼
に
見
え
な
い
神
仏
の
力
に
す
が
る
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
は
仏
教
の
言
葉
を
用
い
れ

ば
現げ

ん

世ぜ

利り

益や
く

、
一
般
的
に
言
え
ば
「
苦
し
い
と
き
の
神
頼
み
」
で
す
。
し
か
し
こ
れ
は
、

見
方
を
変
え
れ
ば
、
神
仏
を
手
段
と
し
て
利
用
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
合
格
す
る

た
め
に
、
報
酬
―
―
賽
銭
や
祈
祷
料
―
―
を
支
払
っ
て
、
神
仏
に
力
を
貸
し
て
も
ら
う
か

ら
で
す
。

　

わ
れ
わ
れ
が
「
聖
な
る
も
の
」
に
関
わ
る
ケ
ー
ス
の
大
半
は
、「
苦
し
い
と
き
の
神
頼

み
」
的
な
、
呪
術
的
関
わ
り
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
い
わ
ば
不
純

な
動
機
に
よ
る
「
聖
な
る
も
の
」
の
利
用
は
、「
原
始
人
」
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
も
、

あ
る
い
は
知
性
に
欠
け
た
「
民
衆
」
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん

程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
少
な
く
と
も
潜
在
的
に
は
、
わ
れ
わ
れ
誰
に
で
も
当
て
は
ま
る

「
聖
な
る
も
の
」
へ
の
関
わ
り
方
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

も
ち
ろ
ん
、
上
に
見
た
「
聖
な
る
も
の
」
と
の
呪
術
的
な
関
わ
り
方
も
、「
３
宗
教
の

基
本
要
素
と
方
法
論
的
不
可
知
論
の
立
場
」
の
節
で
見
た
よ
う
に
、「
聖
な
る
も
の
」
と

関
わ
る
人
間
の
営
み
で
あ
る
か
ぎ
り
、
広
い
意
味
で
の
宗
教
現
象
に
含
ま
れ
ま
す
。
け
れ

ど
も
、「
聖
な
る
も
の
」
と
の
関
わ
り
方
に
は
、
呪
術
的
な
関
わ
り
方
以
外
に
も
、「
聖
な

る
も
の
」
と
の
関
わ
り
自
体
が
目
的
と
な
る
よ
う
な
別
の
関
わ
り
方
が
存
在
し
得
ま
す
。

こ
こ
で
は
そ
れ
を
、
狭
義
の
宗
教
的
な
関
わ
り
方
と
呼
ん
で
お
き
ま
す
。

　

た
と
え
ば
前
に
触
れ
た
よ
う
に
、
神
秘
主
義
的
な
神
人
合
一
の
体
験
で
は
、
神
と
一
体

に
な
る
こ
と
自
体
が
目
的
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
そ
れ
以
外
の
思
惑
が
入
り
込
む
余
地
は

な
い
で
し
ょ
う
。
あ
る
い
は
ま
た
、
厳
し
い
坐
禅
の
修
行
の
果
て
に
悟
り
の
境
地
に
達
し

た
禅
師
に
し
て
も
、
そ
の
悟
り
の
境
地
そ
の
も
の
が
目
的
で
あ
っ
て
、
神
秘
主
義
同
様
、

そ
れ
以
外
に
目
的
は
な
い
は
ず
で
す
。
こ
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
宗
教
的
達
人
が
立
つ
境
地

は
、「
苦
し
い
と
き
の
神
頼
み
」
で
は
な
い
、
し
た
が
っ
て
「
聖
な
る
も
の
」
と
の
、
呪

術
的
で
は
な
い
、
本
来
の
宗
教
的
な
関
わ
り
を
示
し
て
い
る
、
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

も
っ
と
も
そ
れ
は
、
ご
く
限
ら
れ
た
達
人
の
関
わ
り
方
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
一
般
人

に
は
無
縁
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
果
た
し
て
そ
う
で
し
ょ
う
か
。

　

た
し
か
に
わ
れ
わ
れ
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、「
苦
し
い
と
き
の
神
頼
み
」
的
に
「
聖
な

る
も
の
」
と
関
わ
っ
て
い
ま
す
。「
聖
な
る
も
の
」
を
、
世
俗
的
な
目
的
達
成
の
た
め
の

い
わ
ば
手
段
と
し
て
利
用
し
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
れ
で
は
、
そ
れ
は
通
常
の
手
段
と
ま

っ
た
く
同
様
な
の
で
し
ょ
う
か
。
た
と
え
ば
ご
飯
を
食
べ
る
と
き
に
箸
を
使
う
の
と
同
様

に
、
神
仏
を
使
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
お
そ
ら
く
そ
う
で
は
な
い
は
ず
で
す
。
神
仏

を
利
用
し
て
い
る
と
は
言
え
、
そ
こ
に
は
な
ん
ら
か
の
特
別
な
気
配
り
や
配
慮
―
―
た
と

え
ば
粗
末
に
す
る
と
罰ば

ち

が
当
る
と
い
っ
た
感
覚
―
―
が
残
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
神
社
や
寺
院
で
も
ら
っ
て
き
た
お
札
や
御
守
を
、
用
が
済
ん
だ
か
ら
と
い
っ
て
割

り
箸
と
同
じ
よ
う
に
ゴ
ミ
箱
に
捨
て
る
人
は
い
な
い
で
し
ょ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
完
全

に
呪
術
的
に
―
―
徹
頭
徹
尾
手
段
と
し
て
―
―
「
聖
な
る
も
の
」
に
関
わ
る
こ
と
は
、
現

実
に
は
あ
り
え
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

そ
こ
に
は
、
も
ち
ろ
ん
程
度
は
さ
ま
ざ
ま
で
し
ょ
う
が
、「
聖
な
る
も
の
」
自
体
に
も

特
別
の
価
値
を
認
め
、
こ
れ
を
尊
重
す
る
と
い
う
態
度
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ

れ
は
ま
た
「
聖
な
る
も
の
」
と
の
関
わ
り
そ
れ
自
体
を
希
求
す
る
、
狭
義
の
宗
教
的
な
関

わ
り
方
に
通
じ
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　

一
方
で
、
宗
教
的
達
人
の
こ
と
を
考
え
て
み
ま
す
。
深
い
宗
教
体
験
に
裏
打
ち
さ
れ
た

聖
者
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
人
で
も
、
生
身
の
身
体
を
も
ち
、
さ
ま
ざ
ま
な
欲
望
を
満
た
し

な
が
ら
生
き
て
い
ま
す
。
た
し
か
に
神
と
の
関
わ
り
そ
れ
自
体
を
目
的
と
す
る
生
き
方
で

あ
っ
て
も
、
生
身
の
人
間
と
し
て
生
き
て
い
る
以
上
、
そ
れ
が
常
に
完
全
に
実
現
し
て
い

る
と
は
言
え
な
い
で
し
ょ
う
。
あ
る
い
は
穿
っ
た
見
方
を
す
れ
ば
、「
魔
が
差
す
」
と
い

う
可
能
性
も
ま
っ
た
く
な
い
と
は
言
い
切
れ
ま
せ
ん
。
場
合
に
よ
っ
て
は
「
聖
な
る
も
の
」

を
手
段
と
す
る
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
神
と
の
合
一
体
験
も
、
目

も
眩
む
よ
う
な
そ
の
喜
悦
の
ゆ
え
に
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
得
ま
す
。
呪
術
的
な

関
わ
り
方
同
様
、
完
全
に
宗
教
的
な
関
わ
り
方
も
、
現
実
に
は
あ
り
え
な
い
の
で
は
な
い



比
較
宗
教
学
講
義
Ⅰ
―
―
宗
教
の
と
ら
え
方

二
二

で
し
ょ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、「
聖
な
る
も
の
」
へ
の
完
全
に
呪
術
的
な
関
わ
り
方
も
、

完
全
に
宗
教
的
な
関
わ
り
方
も
、
と
も
に
現
実
に
は
存
在
し
な
い
、
い
わ
ば
理
念
型
な

い
し
は
モ
デ
ル
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
む
し
ろ
現
実
の
人
間

は
、
こ
の
二
つ
の
理
念
型
の
あ
い
だ
の
ど
こ
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
、「
呪
術
・
宗
教
的

（m
agico-religious

）」
な
関
わ
り
方
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か）

（
（

。

註（
（
）�

た
だ
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
、
私
自
身
が
考
え
た
宗
教
の
と
ら
え
方
で
あ
り
、
宗
教
学
の
研
究

が
す
べ
て
こ
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。

　
　
　

そ
も
そ
も
宗
教
学
と
い
う
学
問
自
体
、
多
様
な
視
点
を
含
ん
だ
、
き
わ
め
て
学
際
的
な
分

野
と
言
え
る
。
た
と
え
ば
、
宗
教
学
に
関
す
る
日
本
で
最
大
の
学
会
は
、
一
九
三
〇
年
に
創

設
さ
れ
た
日
本
宗
教
学
会
で
、
約
二
千
人
の
会
員
を
数
え
る
の
だ
が
、
年
一
回
開
か
れ
る
学

術
大
会
で
は
、
一
三
部
会
か
ら
一
四
部
会
が
設
定
さ
れ
、
宗
教
学
理
論
か
ら
、
宗
教
哲
学
、

神
学
、
教
学
、
宗
教
心
理
学
、
宗
教
社
会
学
、
宗
教
人
類
学
、
宗
教
史
学
等
々
、
さ
ま
ざ
ま

な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
発
表
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
に
は
当
然
、
こ
こ
で
言
う
有
神

論
、
無
神
論
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
大
半
が
そ
の
い
ず
れ
か

の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
私
の
言
う
方
法
論
的
不
可
知
論
は
、
き
わ
め
て
マ

イ
ナ
ー
な
立
場
と
言
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

（
（
）�

呪
術
あ
る
い
はm

agic

等
の
用
語
を
め
ぐ
る
歴
史
的
な
変
遷
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
少
し
難

解
で
は
あ
る
が
、
江
川
純
一
・
久
保
田
浩
「「
呪
術
」
概
念
再
考
に
向
け
て
―
―
文
化
史
・
宗

教
史
叙
述
の
た
め
の
一
試
論
」（
江
川
純
一
・
久
保
田
浩
編
『「
呪
術
」
の
呪
縛
』
上
［
リ
ト
ン
、

（0（（

］、
所
収
）、
と
く
に
西
欧
に
お
け
る
そ
の
系
譜
を
め
ぐ
っ
て
は
鶴
岡
賀
雄
「「
呪
術
」
の

魅
力
―
―
「
永
遠
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
」
の
来
歴
と
可
能
性
に
つ
い
て
の
試
論
」（
江
川
純
一
・

久
保
田
浩
編
『「
呪
術
」
の
呪
縛
』
下
［
リ
ト
ン
、（0（（

］、
所
収
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
（
）�

ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
は
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
に
影
響
を
与
え
つ
つ
、
ご
く
少
数
の
信
者
し
か
い
な

い
が
、
現
在
も
存
続
し
て
い
る
。
最
近
映
画
化
も
さ
れ
た
―
―
《
ボ
ヘ
ミ
ア
ン
・
ラ
プ
ソ
デ

ィ
》
―
―
、
ロ
ッ
ク
・
グ
ル
ー
プ
〈
ク
イ
ー
ン
〉
の
ボ
ー
カ
ル
、
フ
レ
デ
ィ
・
マ
ー
キ
ュ
リ

ー
（（（（（-（（

）
が
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
徒
の
両
親
の
あ
い
だ
に
生
ま
れ
た
こ
と
は
、
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
。

（
（
）�

原
著
の
初
版
は
一
八
九
〇
年
に
二
巻
本
が
出
版
さ
れ
、
そ
の
後
増
補
を
重
ね
て
一
九
一
一
年

に
一
一
巻
の
第
三
版
が
出
版
さ
れ
、
最
終
的
に
は
一
九
三
六
年
、
一
三
巻
の
決
定
版
が
完
結

し
た
。
邦
訳
と
し
て
は
、
一
九
二
二
年
に
フ
レ
イ
ザ
ー
自
身
が
出
版
し
た
縮
約
版
（
永
橋
卓

介
訳
『
金
枝
篇
』
全
五
巻
［
岩
波
文
庫
、（（（（-（（

］）、
初
版
（
吉
川
信
訳
『
初
版�

金
枝
篇
』

上
下
［
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、（00（

］）
が
あ
り
、
完
結
版
の
全
訳
も
進
行
中
で
あ
る
（
石
塚
正

英
監
修
・
神
成
利
男
訳
『
金
枝
篇
』
全
一
一
巻
［
国
書
刊
行
会
、（00（-

］
：Jam

es�George�
Frazer,�T

he G
olden Bough. A

 Study in M
agic and R

eligion,�（（vols,�M
acm

illan,�
（（（（

）。

（
（
）�

一
九
世
紀
後
半
以
降
成
立
す
る
近
代
の
呪
術
概
念
を
め
ぐ
っ
て
、
フ
レ
イ
ザ
ー
、
ウ
ェ
ー
バ

ー
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
と
社
会
学
年
報
学
派
、
さ
ら
に
は
オ
ッ
ト
ー
の
呪
術
論
・
宗
教
論
を
比

較
し
な
が
ら
、
き
わ
め
て
鋭
利
な
分
析
を
加
え
た
秀
逸
な
論
考
と
し
て
、
藤
原
聖
子
「〈
宗
教
・

呪
術
・
科
学
〉
三
分
法
の
成
立
と
合
理
性
―
―
呪
術
論
に
お
け
る
デ
ュ
ル
ケ
ム
と
オ
ッ
ト
ー

の
位
置
」（
藤
原
『「
聖
」
概
念
と
近
代
―
―
批
判
的
比
較
宗
教
学
に
向
け
て
』［
大
正
大
学
出

版
会
、（00（

］、
所
収
）
を
挙
げ
て
お
く
。

（
（
）�

こ
の
よ
う
な
い
わ
ば
実
利
的
な
性
格
は
、
先
ほ
ど
の
フ
レ
イ
ザ
ー
に
よ
る
規
定
に
も
、
呪
術

に
よ
り
人
間
は
自
然
現
象
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
と
い
う
形
で
含
ま
れ
て
い
る
。

（
（
）�m

agico-religious

と
い
う
表
現
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
宗
教
人
類
学
者
ロ
バ
ー
ト
・
ラ
ナ
ル
フ
・

マ
レ
ッ
ト
（（（（（-（（（（

）
が
最
初
に
用
い
た
と
さ
れ
る
が
（
竹
中
信
常
訳
『
宗
教
と
呪
術
』［
誠

信
書
房
、（（（（

：Robert�Ranulph�M
arett,�T

he T
hreshold of R

eligion,�Longm
an,�

（（0（

］）、
そ
れ
は
、
呪
術
と
宗
教
が
同
一
の
基
盤
―
―
マ
レ
ッ
ト
は
こ
れ
を
、
メ
ラ
ネ
シ
ア

で
マ
ナ
と
呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
な
、
超
自
然
的
で
非
人
格
的
な
力
と
考
え
た
―
―
に
立
っ
て

い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　

こ
の
授
業
の
よ
う
に
、「
呪
術
・
宗
教
的
」
と
い
う
表
現
で
、「
聖
な
る
も
の
」
へ
の
人
間

の
か
か
わ
り
方
の
現
実
を
指
し
示
そ
う
と
し
た
の
は
、
私
の
恩
師
に
当
る
宗
教
学
者
、
楠
正

弘
（（（（（-（00（

）
で
あ
っ
た
。
彼
は
、「
呪
術
・
宗
教
的
」
と
い
う
概
念
を
援
用
す
る
こ
と
で
、

理
念
型
と
し
て
の
「
呪
術
」
と
「
宗
教
」
と
の
あ
い
だ
を
揺
れ
動
く
宗
教
現
象
の
動
態
的
な

構
造
を
と
ら
え
よ
う
と
し
た
の
だ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
楠
正
弘
『
庶
民
信
仰
の
世
界
―
―
恐

山
信
仰
と
オ
シ
ラ
サ
ン
信
仰
』（
未
来
社
、（（（（

）
の
「
序
」
な
ど
を
参
照
の
こ
と
。

５
宗
教
の
類
型
（
二
分
法
）

　

こ
こ
ま
で
の
説
明
で
、
宗
教
に
つ
い
て
、
み
な
さ
ん
に
は
お
お
ざ
っ
ぱ
な
イ
メ
ー
ジ
が

徐
々
に
形
作
ら
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
か
ら
は
、
世
界
中
に
多
様

な
形
で
存
在
し
て
い
る
宗
教
を
整
理
す
る
試
み
を
い
く
つ
か
、
簡
単
に
紹
介
し
て
お
き
た

い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
試
み
に
は
、
と
く
に
な
ん
ら
か
の
基
準
を
設
け
て
、
宗
教

を
二
つ
に
区
分
す
る
類
型
が
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
そ
の
な
か
で
も
、
比
較
的
よ
く
目
に
す

る
も
の
を
取
り
上
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。



人
間
科
学
部
紀
要

　
第
四
号

　
二
〇
二
一
年
三
月

二
三

⑴
一
神
教
と
多
神
教
―
―
崇
拝
対
象
の
数

　

ま
ず
は
一
神
教
と
多
神
教
で
す
。
み
な
さ
ん
も
、
こ
の
対
比
は
き
っ
と
ど
こ
か
で
眼
に

し
た
こ
と
が
あ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
も
と
よ
り
そ
の
基
準
は
、
信
仰
対
象
と
し
て
の
神
が

単
一
な
の
か
複
数
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
い
わ
ば
当
然
の
こ
と
の
よ

う
に
も
思
わ
れ
ま
す
が
、
な
ぜ
一
と
多
が
基
準
と
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
き
わ
め
て

重
要
な
意
味
が
隠
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
も
そ
も
、
一
神
教
と
は
基
本
的
に
、
ユ
ダ
ヤ
教
に
端
を
発
し
、
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス

ラ
ム
教
と
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
宗
教
伝
統
で
す
。
そ
れ
以
外
に
は
、
原
則
と
し
て
一
神

教
は
存
在
し
な
い
、
と
言
っ
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。
も
と
よ
り
、
い
わ
ゆ
る
新
宗
教
の
な

か
に
も
、
一
神
教
の
系
統
に
属
す
る
も
の
―
―
た
と
え
ば
「
エ
ホ
バ
の
証
人
（
も
の
み
の

塔
聖
書
冊
子
協
会
）」
や
「
末
日
聖
徒
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
教
会
（
モ
ル
モ
ン
教
）」
等

―
―
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
ら
も
、
ユ
ダ
ヤ
教
以
来
の
従
来
の
一
神
教
の
伝
統
を
受
け
継

ぐ
も
の
な
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
二
〇
一
七
年
版
の
『
ブ
リ
タ
ニ
ア
国
際
年
鑑
』
に
よ
る
と
、
二
〇
一
六
年

の
世
界
の
宗
教
人
口
の
な
か
で
は
、
一
位
の
キ
リ
ス
ト
教
が
二
四
億
四
七
九
八
万
八
千

人
、
二
位
の
イ
ス
ラ
ム
教
が
一
七
億
五
二
〇
四
万
五
千
人
、
両
者
だ
け
で
世
界

の
宗
教
人
口
の
五
六
・
五
％
を
占
め
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
仏
教
は

五
億
二
一
四
九
万
二
千
人
で
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
に
次
ぐ
四
位
と
な
っ
て
い
ま
す
。
も
っ
と

も
、
こ
の
数
字
の
算
出
基
準
は
き
わ
め
て
曖
昧
で
、
こ
れ
が
本
当
に
実
数
を
示
す
も
の
な

の
か
は
疑
わ
し
い
か
ぎ
り
な
の
で
す
が
、
た
だ
世
界
の
宗
教
人
口
の
過
半
数
が
キ
リ
ス
ト

教
と
イ
ス
ラ
ム
教
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
お
そ
ら
く
事
実
だ
と
思
わ

れ
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
ど
れ
ほ
ど
多
数
派
で
あ
ろ
う
と
も
、
唯
一
の
絶
対
的
な
人
格

神
を
信
仰
の
対
象
と
す
る
と
い
う
一
神
教
の
形
は
、
き
わ
め
て
特
異
な
も
の
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

　

他
方
で
、
多
神
教
の
代
表
例
と
し
て
は
、
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
神
話
の
神
々
に
対
す
る

崇
拝
、
あ
る
い
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
、
さ
ら
に
は
日
本
の
八
百
万
の
神
々
に
対
す
る
信
仰
、

す
な
わ
ち
神
道
等
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
が
、
そ
れ
以
外
に
も
、
世
界
中
に
、
い
わ
ば
自
然
発

生
的
に
成
立
し
た
、
無
数
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
の
多
神
教
が
存
在
し
て
い
ま
す
。
宗
教
人

口
と
し
て
は
過
半
数
を
割
り
込
む
少
数
派
と
い
え
ど
も
、
こ
ち
ら
の
方
が
む
し
ろ
ノ
ー
マ

ル
な
宗
教
の
形
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

そ
も
そ
も
、
同
じ
神
―
―
英
語
で
言
え
ばGod

とgods

―
―
と
い
う
言
葉
で
指
し
示

さ
れ
な
が
ら
も
、
一
神
教
の
神
と
多
神
教
の
神
と
で
は
、
ま
っ
た
く
性
格
が
異
な
り
ま
す
。

一
神
教
の
神
は
唯
一
絶
対
の
人
格
神
―
―
そ
の
性
格
に
つ
い
て
は
キ
リ
ス
ト
教
や
イ
ス
ラ

ム
教
を
扱
う
章
で
あ
ら
た
め
て
説
明
す
る
―
―
な
の
で
す
が
、
多
神
教
の
神
々
と
の
決
定

的
な
相
違
は
、
そ
の
創
造
神
と
し
て
の
性
格
に
求
め
ら
れ
ま
す
。
中
世
の
キ
リ
ス
ト
教
に

お
け
る
表
現
を
借
り
れ
ば
、
そ
れ
は
、
ラ
テ
ン
語
のcreatio�ex�nihilo

に
よ
っ
て
端
的

に
示
さ
れ
ま
す
。creatio

は
英
語
で
言
え
ばcreation

「
創
造
」、ex

はfrom

「
か
ら

の
」、nihilo

は
、nihility

「
無
」
に
当
り
ま
す
。
要
す
る
に
「
無
か
ら
の
創
造
」、
こ
れ

が
ユ
ダ
ヤ
教
以
来
の
一
神
教
の
神
が
も
つ
中
核
的
な
意
味
と
な
る
の
で
す
。

　
「
無
か
ら
の
創
造
」
！
考
え
て
も
み
て
く
だ
さ
い
。
人
間
に
も
新
た
な
も
の
を
創
造
す

る
力
は
備
わ
っ
て
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
そ
の
場
合
の
創
造
は
、
な
ん
ら
か
の
材
料
、
素
材

が
す
で
に
存
在
し
て
い
て
、
そ
の
素
材
を
組
合
わ
せ
て
、
こ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
新
た
な

も
の
を
作
り
出
し
て
い
く
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
一
神
教
の
神
は
、
何
も
な
い
と
こ
ろ

か
ら
す
べ
て
の
も
の
を
創
造
し
て
い
き
ま
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
材
料
も
み
な
、
ゼ
ロ
か

ら
自
前
で
創
造
す
る
の
で
す
。
後
に
見
る
旧
約
聖
書
の
創
世
記
で
は
、
神
が
「
あ
れ
」
と

命
じ
る
だ
け
で
万
物
が
ポ
コ
ポ
コ
生
ま
れ
て
き
ま
す
。
人
間
に
は
と
て
も
真
似
の
で
き
な

い
所
業
と
言
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
な
の
は
、
一
神
教
の
神
が
、

み
ず
か
ら
創
造
す
る
世
界
を
完
全
に
超
越
し
た
高
み
に
存
在
し
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
り

ま
せ
ん
。
こ
の
世
界
と
は
隔
絶
し
た
超
越
的
で
絶
対
的
な
存
在
、
そ
れ
こ
そ
が
一
神
教
の

神
な
の
で
す
。

　

こ
れ
に
比
べ
る
な
ら
ば
、
多
神
教
の
神
々
は
か
わ
い
い
も
の
で
す
。
た
と
え
ば
、
日
本

の
八
百
万
の
神
の
頂
点
に
君
臨
す
る
の
は
、
天
皇
家
の
祖
、
皇
祖
神
と
し
て
の
天ア

マ

照テ
ラ
ス

大
オ
オ
ミ

神カ
ミ

で
す
が
、
し
か
し
そ
の
彼
女
に
し
て
も
、
こ
の
世
界
を
無
か
ら
創
造
し
た
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
世
界
は
す
で
に
存
在
し
て
い
て
、
そ
の
な
か
に
生
ま
れ
て
き
た
の
で
す）

（
（

。
多
神

教
の
神
々
も
通
常
、
人
間
に
比
べ
て
計
り
知
れ
な
い
力
を
も
つ
も
の
と
し
て
描
か
れ
る
の

で
す
が
、
し
か
し
人
間
と
同
じ
世
界
に
住
ま
う
住
人
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
く
、
し

ょ
せ
ん
、
同
じ
穴
の
狢む

じ
なに

す
ぎ
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
は
程
度
の
差
し
か
存
在
し
な
い
の
で
す
。

言
っ
て
み
れ
ば
同
じ
神
と
い
う
名
称
を
も
っ
て
い
て
も
、
一
神
教
の
神
と
多
神
教
の
神
と

は
ま
っ
た
く
の
別
物
な
の
で
す
。
そ
の
意
味
で
、
一
神
教
と
多
神
教
の
区
別
は
、
そ
れ
な

り
に
的
を
射
た
も
の
と
言
え
ま
す
。
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た
だ
、
こ
の
一
神
教
と
多
神
教
の
区
別
に
は
問
題
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
区
別
に
は
、
一

神
教
、
と
り
わ
け
キ
リ
ス
ト
教
が
多
神
教
よ
り
も
進
ん
だ
宗
教
で
あ
る
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン

ス
が
暗
黙
の
う
ち
に
も
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
こ
の
区
別
が
西
欧
近
代
に
発
す

る
も
の
だ
か
ら
で
、
宗
教
学
の
内
部
で
も
二
〇
世
紀
初
頭
ま
で
は
、
宗
教
進
化
の
頂
点
に

キ
リ
ス
ト
教
が
位
置
し
、
多
神
教
は
遅
れ
た
雑
多
な
宗
教
で
あ
る
と
す
る
説
が
幅
を
利
か

せ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
む
し
ろ
唯
一
絶
対
の
神
を
立
て
る
一

神
教
の
方
が
、
宗
教
の
あ
り
方
か
ら
す
れ
ば
特
異
な
も
の
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ
に
せ
よ
両

者
の
あ
い
だ
に
単
純
に
優
劣
を
付
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
逆
に
、
九
・
一
一
同
時
多

発
テ
ロ
の
直
後
、
一
神
教
は
キ
リ
ス
ト
教
と
イ
ス
ラ
ム
教
の
よ
う
に
、
絶
対
神
同
士
の
あ

い
だ
で
衝
突
が
絶
え
な
い
が
、
多
神
教
は
融
和
的
で
争
い
を
好
ま
な
い
の
で
多
神
教
の
方

が
優
れ
て
い
る
と
い
っ
た
言
説
が
ま
こ
と
し
や
か
に
流
通
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
、

こ
れ
も
ま
っ
た
く
根
拠
の
な
い
主
張
な
の
で
す
。

⑵
自
然
宗
教
と
創
唱
宗
教
―
―
成
立
の
仕
方

　

一
神
教
と
多
神
教
の
区
別
に
つ
い
て
、
い
さ
さ
か
深
入
り
し
す
ぎ
て
し
ま
っ
た
よ
う

で
す
。
先
を
急
ぎ
ま
し
ょ
う
。
次
は
、
自
然
宗
教
と
創
唱
宗
教
で
す
。
自
然
宗
教
は
、

natural�religion

の
訳
語
で
す
が
、
自
然
を
崇
拝
の
対
象
と
す
る
宗
教
と
い
う
意
味
で

は
な
く
（
そ
の
場
合
は
通
常
、
自
然
崇
拝nature�w

orship

あ
る
い
はnaturism

の
語

が
用
い
ら
れ
ま
す
）、
自
然
発
生
的
に
成
立
し
た
宗
教
の
こ
と
を
指
し
ま
す）

（
（

。
い
つ
生
ま

れ
た
の
か
、
は
っ
き
り
と
は
分
か
ら
な
い
、
い
つ
の
間
に
か
自
然
に
成
立
し
て
い
た
宗
教

と
い
う
こ
と
で
す
。
日
本
の
神
道
や
ギ
リ
シ
ア
の
多
神
教
な
ど
が
そ
の
典
型
例
な
の
で
す

が
、
た
と
え
ば
一
神
教
の
ユ
ダ
ヤ
教
も
こ
れ
に
当
り
ま
す
。

　

自
然
宗
教
に
対
し
て
、
誰
か
特
定
の
人
物
が
創
唱
し
た
―
―
と
な
え
て
創
り
出
し
た

―
―
宗
教
が
、
創
唱
宗
教
で
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
誰
か
言
い
出
し
っ
ぺ
が
い
て
、
そ
の

人
物
が
教
祖
に
な
っ
た
宗
教
と
い
う
こ
と
で
す
。
イ
ス
ラ
ム
教
は
ま
さ
に
、
預
言
者
で
あ

る
ム
ハ
ン
マ
ド
が
と
な
え
て
創
り
出
し
た
宗
教
な
の
で
す
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
は
、

イ
エ
ス
が
あ
る
意
味
で
は
教
祖
で
あ
る
と
し
て
も
、
彼
自
身
が
自
覚
的
に
と
な
え
て
創
設

し
た
宗
教
と
は
言
い
切
れ
な
い
の
で
、
微
妙
な
と
こ
ろ
で
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後

ほ
ど
、
キ
リ
ス
ト
教
の
章
で
詳
し
く
説
明
し
ま
す
。
仏
教
の
場
合
は
、「
お
釈
迦
様
」
ゴ

ー
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ッ
タ
、
す
な
わ
ち
ブ
ッ
ダ
が
説
い
た
教
え
が
出
発
点
に
な
る
の
で
、
典

型
的
な
創
唱
宗
教
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

一
般
的
に
は
、
共
同
体
の
な
か
で
自
生
的
に
成
立
し
た
自
然
宗
教
と
、
そ
の
よ
う
な
自

然
宗
教
の
あ
り
方
を
あ
る
意
味
で
否
定
・
批
判
し
て
登
場
し
て
く
る
創
唱
宗
教
と
い
う
構

図
と
し
て
、
両
者
の
関
係
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す）

（
（

。
仏
教
の
場
合
は
、
紀
元
前
五

～
六
世
紀
の
ヴ
ェ
ー
ダ
の
宗
教
―
―
以
前
は
バ
ラ
モ
ン
教
と
呼
ば
れ
て
い
た
―
―
、
キ
リ

ス
ト
教
の
場
合
は
、
紀
元
前
後
の
パ
レ
ス
チ
ナ
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
の
場

合
は
、
七
世
紀
当
時
の
ア
ラ
ビ
ア
半
島
に
お
け
る
多
神
教
―
―
イ
ス
ラ
ム
教
で
は
ジ
ャ
ー

ヒ
リ
ー
ヤ
（
無
明
）
時
代
と
称
さ
れ
る
―
―
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
然
宗
教
を
脱
却
す
る
形
で

三
大
宗
教
が
成
立
し
た
、
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
も
っ
と
も
、
そ
の
後
の
三
大

宗
教
の
展
開
は
、
多
く
の
面
で
、
既
存
の
自
然
宗
教
と
の
関
わ
り
抜
き
に
は
考
え
ら
れ
な

い
の
も
事
実
で
す
。

　

付
け
加
え
れ
ば
、
新
宗
教
―
―
基
本
的
に
は
近
代
以
降
新
た
に
創
出
さ
れ
た
宗
教
の
こ

と
を
指
す
。
日
本
で
は
幕
末
に
成
立
し
た
天
理
教
や
黒
住
教
と
い
っ
た
老し

に
せ舗

的
な
も
の
か

ら
、
戦
後
に
急
成
長
し
た
創
価
学
会
や
Ｐ
Ｌ
教
団
、
さ
ら
に
は
一
九
九
〇
年
代
以
降
台
頭

し
た
い
わ
ゆ
る
新
新
宗
教
、
た
と
え
ば
オ
ウ
ム
真
理
教
や
幸
福
の
科
学
等
に
至
る
ま
で
、

多
様
な
形
を
取
る
―
―
も
、
教
祖
が
創
立
し
た
宗
教
と
い
う
点
で
は
、
創
唱
宗
教
の
な
か

に
含
ま
れ
ま
す
。

⑶
民
族
宗
教
と
世
界
宗
教
―
―
伝
播
の
範
囲

　

次
に
、
伝
播
の
範
囲
を
基
準
と
し
て
立
て
ら
れ
た
類
型
が
、
民
族
宗
教
と
世
界
宗
教
で

す
。
こ
の
用
語
も
、
一
神
教
と
多
神
教
同
様
、
よ
く
眼
に
す
る
表
現
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。
そ
の
宗
教
の
拡
が
り
、
す
な
わ
ち
伝
播
の
範
囲
が
一
つ
の
民
族
に
限
定
さ
れ
て
い

る
場
合
が
民
族
宗
教
で
、
民
族
の
垣
根
を
越
え
て
世
界
中
に
広
が
っ
て
い
く
場
合
が
世
界

宗
教
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

前
者
の
典
型
例
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
日
本
の
神
道
や
ユ
ダ
ヤ
教
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
が

挙
げ
ら
れ
ま
す
し
、
後
者
の
例
が
、
こ
の
授
業
で
取
り
上
げ
る
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム

教
、
仏
教
で
あ
る
こ
と
は
言
わ
ず
も
が
な
で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
直
前

に
見
た
自
然
宗
教
と
創
唱
宗
教
の
区
別
と
か
な
り
の
部
分
重
な
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ

れ
ま
す
。
た
だ
、
民
族
宗
教
と
世
界
宗
教
の
場
合
、
単
な
る
伝
播
の
範
囲
と
い
う
形
式
的

な
側
面
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
内
面
的
な
意
味
が
注
目
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
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こ
れ
は
と
く
に
、
ド
イ
ツ
の
宗
教
学
者
、
グ
ス
タ
フ
・
メ
ン
シ
ン
グ
（1901-78

）
が

主
張
し
た
こ
と
で
す
が
、
そ
も
そ
も
世
界
宗
教
が
民
族
の
枠
組
み
を
越
え
て
伝
播
し
う

る
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
特
定
の
共
同
体
の
幸
福
・
安
寧
に
関
わ
る
民
族
宗
教
と
は
異
な
っ

て
、
個
人
の
救
済
と
い
う
普
遍
的
な
課
題
に
応
え
る
性
格
を
も
っ
て
い
た
か
ら
だ
、
と
さ

れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
メ
ン
シ
ン
グ
は
、
世
界
宗
教
の
こ
と
を
普
遍
宗
教
と
も
呼
ん
で
い

ま
す）

（
（

。

　

た
だ
、
こ
の
よ
う
な
メ
ン
シ
ン
グ
の
と
ら
え
方
に
は
問
題
も
あ
り
ま
す
。
ま
ず
、
民
族

と
い
う
枠
組
み
自
体
が
現
在
で
は
さ
ほ
ど
明
確
で
は
な
い
こ
と
、
た
と
え
ば
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

教
の
場
合
、
イ
ン
ド
大
陸
に
は
多
数
の
民
族
が
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
存
在
し
て
い
て
、
単

純
に
一
括
し
て
は
と
ら
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
ま
し
て
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
進
展
し
て

流
動
化
が
進
む
現
代
社
会
に
あ
っ
て
は
、
民
族
の
枠
組
み
で
宗
教
の
あ
り
方
を
区
別
す
る

の
は
、
現
実
問
題
と
し
て
か
な
り
無
理
が
あ
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
さ
ら
に
一
方
で

は
、
一
言
で
世
界
宗
教
と
い
っ
て
も
そ
の
内
実
は
実
に
多
様
で
あ
り
、
個
人
の
救
済
と
い

っ
た
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
近
代
以
降
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
た
理
念
に
力
点
を
置

い
て
理
解
す
る
の
も
、
や
は
り
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す）

（
（

。

　

伝
播
の
範
囲
と
い
う
点
に
戻
る
と
、
民
族
の
下
位
区
分
で
あ
る
部
族
（tribe

）
の
範

囲
に
と
ど
ま
る
宗
教
と
い
う
意
味
で
、
部
族
宗
教
と
い
う
言
い
方
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は

と
く
に
、
一
九
世
紀
後
半
以
降
さ
か
ん
に
な
る
人
類
学
的
な
宗
教
研
究
―
―
い
わ
ゆ
る

「
未
開
」
な
い
し
は
「
原
始
的
（prim

itive

）」
な
社
会
に
お
け
る
宗
教
現
象
を
も
っ
ぱ

ら
対
象
と
す
る
―
―
で
よ
く
用
い
ら
れ
た
表
現
で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
次
の
「
６
宗

教
の
形
態
を
指
す
そ
の
他
の
用
語
」
の
節
で
扱
い
ま
す
。

⑷
成
立
宗
教
と
民
俗
宗
教
（
民
間
信
仰
）
―
―
組
織
化
の
程
度

　

こ
こ
ま
で
代
表
的
な
宗
教
の
類
型
を
紹
介
し
て
き
ま
し
た
が
、
そ
の
最
後
は
、
成
立
宗

教
と
民
俗
宗
教
で
す
。
前
者
は
、
キ
リ
ス
ト
教
や
仏
教
の
諸
教
派
あ
る
い
は
イ
ス
ラ
ム
教
、

さ
ら
に
は
新
宗
教
の
教
団
の
よ
う
に
、
教
義
や
儀
礼
が
確
定
し
て
い
て
体
系
化
さ
れ
、
教

団
も
明
確
に
組
織
さ
れ
た
、
言
っ
て
み
れ
ば
定
型
化
し
て
成
立
し
て
い
る
宗
教
を
指
し
ま

す
。
わ
れ
わ
れ
が
「
宗
教
」
と
い
う
言
葉
で
一
般
的
に
抱
く
イ
メ
ー
ジ
と
言
い
換
え
て
も

い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

こ
れ
に
対
し
て
後
者
の
民
俗
宗
教
は
、
そ
の
よ
う
に
組
織
化
が
十
分
な
さ
れ
て
い
な

い
、
場
合
に
よ
っ
て
は
ま
っ
た
く
組
織
さ
れ
て
い
な
い
宗
教
の
こ
と
を
指
し
て
い
ま
す
。

民
俗
宗
教
はfolk�religion

の
訳
語
で
す
が
、
従
来
は
「
民
間
信
仰
（popular�belief

）」

と
呼
ば
れ
て
き
た
も
の
で
、
一
般
に
は
今
で
も
こ
ち
ら
の
方
が
通
り
が
い
い
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
そ
れ
は
、
成
立
宗
教
の
枠
組
み
で
は
と
ら
え
き
れ
な
い
、
い
わ
ば
そ
こ
か
ら
は
み

出
し
た
宗
教
現
象
な
の
で
す
。

　

日
本
の
場
合
、
こ
の
よ
う
な
民
俗
宗
教
＝
「
民
間
信
仰
」
は
従
来
、
柳
田
國
男
（1875-

1962

）
を
祖
と
す
る
民
俗
学
に
よ
っ
て
精
力
的
に
研
究
さ
れ
て
き
ま
し
た）

（
（

。
具
体
的
に
言

え
ば
、
江
戸
時
代
の
村
を
基
準
と
し
た
地
域
社
会
―
―
大お

お
あ
ざ字

の
範
囲
に
重
な
り
合
う
こ
と

が
多
い
―
―
を
基
盤
と
し
て
、
過
去
か
ら
受
け
継
が
れ
て
き
た
伝
統
的
な
宗
教
現
象
、
た

と
え
ば
年
中
行
事
や
人
生
儀
礼
、
あ
る
い
は
地
域
に
点
在
す
る
祠ほ

こ
らや

仏
堂
を
拠
点
と
し
て

行
わ
れ
る
小
規
模
の
祭
礼
行
事
等
が
含
ま
れ
ま
す
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
ら
の
現
象
は
、
成

立
宗
教
と
も
密
接
に
関
連
し
て
い
ま
す
―
―
た
と
え
ば
信
仰
対
象
の
大
半
は
、
前
に
引
き

合
い
に
出
し
た
「
お
地
蔵
さ
ん
」
の
よ
う
に
、
仏
教
や
神
道
に
由
来
す
る
神
仏
で
あ
り
、

ま
た
神
職
や
僧
侶
が
祭
祀
に
関
与
す
る
こ
と
も
あ
る
―
―
が
、
し
か
し
そ
の
実
際
は
、
成

立
宗
教
の
組
織
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
地
域
に
住
ま
う
人
び
と
に
よ

っ
て
担
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

た
だ
、
こ
の
よ
う
に
地
域
に
根
差
し
た
伝
統
的
な
宗
教
現
象
と
し
て
の
民
俗
宗
教
（「
民

間
信
仰
」）
は
、
日
本
の
場
合
、
一
九
六
〇
年
代
以
降
の
高
度
経
済
成
長
期
を
境
に
急
速

に
変
容
を
遂
げ
、
あ
る
い
は
消
滅
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
柳
田
國
男
以
来
の
日
本

民
俗
学
で
は
、
日
本
人
の
「
固
有
信
仰
」
―
―
古
代
に
ま
で
連
な
る
「
日
本
人
」
特
有
の

宗
教
的
心
意
―
―
を
探
る
た
め
に
「
民
間
信
仰
」
を
研
究
す
る
傾
向
が
強
か
っ
た
の
で
す

が
、
そ
の
よ
う
な
「
日
本
人
の
宗
教
」
の
実
体
視
も
、
現
代
で
は
そ
の
ま
ま
の
形
で
は
不

可
能
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　

そ
う
は
言
っ
て
も
、
成
立
宗
教
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
は
み
出
た
宗
教
現
象
は
、
い
わ
ゆ

る
民
俗
宗
教
（「
民
間
信
仰
」）
の
み
な
ら
ず
、
た
と
え
ば
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
も
の
」

と
い
っ
た
形
も
含
め
て
、
従
来
と
は
か
な
り
性
格
を
変
え
な
が
ら
も
根
強
く
存
在
し
つ
づ

け
て
お
り
、
こ
れ
を
、
生
活
者
の
日
常
性
の
な
か
に
「
生
き
ら
れ
て
い
る
宗
教
」
と
し
て

新
た
に
と
ら
え
直
そ
う
と
す
る
動
き
も
あ
り
ま
す）

（
（

。

　

以
上
、
宗
教
を
整
理
す
る
二
分
法
の
枠
組
み
の
代
表
的
な
も
の
を
ざ
っ
と
見
て
き
ま
し



比
較
宗
教
学
講
義
Ⅰ
―
―
宗
教
の
と
ら
え
方

二
六

た
。
い
ず
れ
の
内
容
も
、
み
な
さ
ん
は
お
そ
ら
く
ど
こ
か
で
眼
に
し
た
り
耳
に
し
た
り
し

た
こ
と
の
あ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
ぞ
れ
、
一
定
の
基
準
に
従

っ
て
多
様
な
宗
教
を
整
理
す
る
た
め
に
設
定
さ
れ
た
枠
組
み
で
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
に

は
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
、
授
業
の
当
初
か
ら
た
び
た
び
触
れ
て
い
る
よ
う
に
、
宗
教
現
象
の
ナ
イ
ー
ブ

な
実
体
視
が
そ
の
ま
ま
の
形
で
は
通
用
し
が
た
く
な
っ
て
い
る
現
状
を
反
映
し
て
い
る
、

と
見
る
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。
た
だ
、
こ
れ
ら
の
二
分
法
の
実
効
性
を
な
ん
の
疑
問

も
な
く
受
け
入
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
限
界
が
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
た
上
で
、

こ
れ
を
、
宗
教
の
多
様
な
あ
り
方
を
整
理
す
る
手
が
か
り
と
す
る
こ
と
は
、
今
で
も
十
分

可
能
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

次
に
は
、
こ
れ
ら
の
二
分
法
以
外
に
、
宗
教
の
多
様
な
あ
り
方
を
示
す
と
思
わ
れ
る
、

こ
れ
ま
た
み
な
さ
ん
が
耳
に
し
た
こ
と
が
あ
る
で
あ
ろ
う
い
く
つ
か
の
用
語
を
、
ざ
っ
と

眺
め
て
お
き
ま
す
。

註（
（
）�

し
か
も
、
天
照
大
神
自
身
も
、
黄よ

み泉
の
国
か
ら
戻
っ
た
伊イ

ザ
ナ
ギ
ノ
ミ
コ
ト

弉
諾
尊
が
、
禊み

そ
ぎ―

―
穢
れ
を
洗
い

流
す
た
め
に
行
わ
れ
る
水
浴
び
―
―
を
し
た
際
、
そ
の
し
ず
く
か
ら
生
ま
れ
た
、
と
さ
れ
る
。

そ
の
誕
生
も
、
き
わ
め
て
些
細
な
事
情
に
基
づ
い
て
い
る
、
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

（
（
）�

な
お
、natural�religion

に
は
、
啓
蒙
主
義
以
来
、
人
間
の
本
性
（nature
）
に
根
差
し

た
普
遍
的
な
い
し
は
理
念
的
な
宗
教
と
い
う
意
味
で
の
用
法
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
３
節
で

不
可
知
論
の
説
明
に
際
し
て
引
き
合
い
に
出
し
た
、
ヒ
ュ
ー
ム
の�D

ialogues concerning 
N

atural R
eligion�

は
、
そ
の
一
例
で
あ
る
（「
３
宗
教
の
基
本
要
素
と
方
法
論
的
不
可
知
論

の
立
場
」
註
（
（0
））。natural�religion

が
、
こ
の
よ
う
な
啓
蒙
主
義
的
な
意
味
で
用
い
ら

れ
る
際
に
は
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
自
然
宗
教
と
紛
ら
わ
し
い
の
で
、「
自
然
的
宗
教
」
と
呼

ぶ
こ
と
も
あ
る
。「
自
然
的
宗
教
」
に
つ
い
て
は
、
楠
正
弘
『
理
性
と
信
仰
―
―
自
然
的
宗
教
』

（
未
来
社
、（（（（

）
を
参
照
の
こ
と
。

　
　
　

ち
な
み
に
、
自
然
（
本
性
）
と
い
う
言
葉
は
、
理
性
に
よ
っ
て
普
遍
的
な
も
の
を
追
求
す

る
啓
蒙
主
義
の
キ
ー
ワ
ー
ド
の
一
つ
で
、
た
と
え
ば
自
然
権
や
自
然
法
と
い
っ
た
概
念
も
、

そ
の
な
か
で
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
エ
ル
ン
ス
ト
・
カ
ッ
シ

ー
ラ
ー
『
啓
蒙
主
義
の
哲
学
』
上
下
（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、（00（

：Ernst�Cassirer,�D
ie 

Philosophie der A
ufkälrung,�V

erlag�von�J.�C.�B.�M
ohr,�（（（（

）
等
を
参
照
の
こ
と
。

（
（
）�

ち
な
み
に
創
唱
宗
教
と
い
う
用
語
は
、
日
本
の
宗
教
学
者
宇
野
円
空
（（（（（-（（（（

）
が
初

め
て
用
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
宇
野
円
空
「
宗
教
の
社
会
的
表
現
」（（（（（

）（
宇
野
円
空
『
宗

教
の
史
実
と
理
論
』［
同
文
館
、（（（（

］、
所
収
）。

（
（
）�

グ
ス
タ
フ
・
メ
ン
シ
ン
グ
（
下
宮
守
之
／
田
中
元
訳
）『
宗
教
と
は
何
か
―
―
現
象
形

式
・
構
造
類
型
・
生
の
法
則
』（
法
政
大
学
出
版
局
、（（（（

：Gustav�M
ensching,�D

ie 
R

eligion : E
rscheinungsform

en, Strukturtypen und Lebensgesetze,�Curt�Schw
ab,�

（（（（

）。

（
（
）�

こ
の
よ
う
な
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
富
澤
か
な
「
世
界
宗
教
と
民
族
宗
教
」

（
星
野
英
紀
ほ
か
編
『
宗
教
学
事
典
』［
丸
善
、（0（0

、pp.（（0f.

］）
を
参
照
の
こ
と
。

（
（
）�

と
り
わ
け
、
柳
田
國
男
に
よ
る
「
民
間
信
仰
」
研
究
の
代
表
作
と
し
て
は
、『
日
本
の
祭
』

（（（（（

）（『
柳
田
國
男
全
集
』
（（
［
筑
摩
書
房
、（（（（

］、
所
収
）
と
『
先
祖
の
話
』（（（（（

）（『
柳

田
國
男
全
集
』
（（
［
筑
摩
書
房
、（（（（

］、
所
収
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
（
）�

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
池
上
良
正
「
民
俗
宗
教
」（
星
野
英
紀
ほ
か
編
『
宗

教
学
事
典
』［
丸
善
、（0（0

、pp.（（（-（（（

］）
を
参
照
の
こ
と
。
池
上
は
、
民
俗
宗
教
研
究
を
、

宗
教
現
象
の
実
体
視
を
で
き
る
だ
け
回
避
す
る
効
果
的
な
手
立
て
と
し
て
、
宗
教
学
的
研
究

の
中
心
に
据
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
よ
り
詳
し
く
は
、
池
上
良
正
「
宗
教
学
の
方
法
と
し
て

の
民
間
信
仰
・
民
俗
宗
教
論
」（『
宗
教
研
究
』（（-（

、（000

）
を
参
照
の
こ
と
。

６
宗
教
の
形
態
を
指
す
そ
の
他
の
用
語

　

こ
こ
で
は
、
宗
教
の
形
態
を
指
す
そ
の
他
の
用
語
と
し
て
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
、
ナ
チ
ュ
リ

ズ
ム
、
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
、
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
を
取
り
上
げ
ま
す
。
い
ず
れ
の
用
語
も
、「
イ

ズ
ム
」（
英
語
の-ism

、
フ
ラ
ン
ス
語
の-ism

e

、
ド
イ
ツ
語
の-ism

us

）
と
い
う
接
尾

辞
が
付
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
通
り
、
西
欧
で
近
代
に
な
っ
て
か
ら
作
り
出

さ
れ
た
造
語
で
す
。
そ
の
あ
た
り
の
事
情
を
、
ま
ず
は
じ
め
に
説
明
し
て
お
き
ま
す
。

　

前
節
の
「
５
民
族
宗
教
と
世
界
宗
教
」
の
と
こ
ろ
で
、
部
族
宗
教
に
も
簡
単
に
触
れ
ま

し
た
。
民
族
宗
教
の
下
位
区
分
と
し
て
、
部
族
の
範
囲
に
限
定
さ
れ
る
宗
教
が
、
と
く
に

一
九
世
紀
後
半
以
降
、
人
類
学
を
中
心
と
し
た
宗
教
研
究
に
お
い
て
脚
光
を
浴
び
た
の
で

す
が
、
そ
れ
は
ど
う
し
て
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
の
一
つ
の
背
景
に
は
進
化
論
の
登
場
が
あ
り
ま
す
。
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ダ
ー
ウ
ィ
ン

（1809-82
）
が
、
有
名
な
『
種
の
起
源O

n the O
rigin of Species

』
を
出
版
し
た
の
は

一
八
五
九
年
の
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
は
一
大
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
を
巻
き
起
こ
し
ま
す
。
こ

の
結
果
、
生
物
の
世
界
の
み
な
ら
ず
、
人
間
の
社
会
や
文
化
に
も
進
化
論
の
図
式
を
当
て

は
め
よ
う
と
す
る
動
き
が
高
ま
っ
た
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
社
会
進
化
論
の
代
表
的
な



人
間
科
学
部
紀
要
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四
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二
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三
月

二
七

思
想
家
と
し
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
哲
学
者
で
社
会
学
者
の
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー

（1820-1903

）
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
が
、
当
時
、
学
問
と
し
て
確
立
過
程
に
あ
っ
た
人
類
学

に
お
い
て
は
、
こ
の
社
会
進
化
論
が
、
方
法
論
の
上
で
と
く
に
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い

ま
し
た
。

　

そ
こ
で
想
定
さ
れ
て
い
た
の
は
単
系
進
化
論
と
呼
ば
れ
る
考
え
方
で
し
た
。
人
類
社
会

の
進
化
の
道
筋
は
一
つ
で
あ
っ
て
、
し
か
も
現
代
世
界
に
見
ら
れ
る
社
会
の
多
様
性
も
、

そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
の
進
化
の
程
度
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
、
と
い
う
の
で
す
。
た
と
え
ば
、

イ
ギ
リ
ス
社
会
―
―
一
九
世
紀
後
半
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
の
イ
ギ
リ
ス
は
、
政
治
的
に
も

経
済
的
に
も
世
界
の
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
だ
っ
た
―
―
は
社
会
進
化
の
最
先
端
に
位
置
づ
け

ら
れ
、
逆
に
ア
フ
リ
カ
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
南
ア
メ
リ
カ
な
ど
の
先
住
民
社
会
に
は
、

進
化
の
起
源
に
近
い
状
態
が
そ
の
ま
ま
残
存
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
す
。
と
す
る

な
ら
ば
、
進
化
が
遅
れ
て
い
るprim

itive
（「
原
始
的
」
な
い
し
は
「
未
開
」）
な
社
会

を
調
べ
れ
ば
、
人
類
社
会
全
体
の
起
源
を
探
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
す
。
こ
う
し
て
、

prim
itive

な
社
会
を
研
究
す
る
こ
と
で
、
人
類
の
さ
ま
ざ
ま
な
制
度
や
文
化
の
起
源
を

解
明
し
よ
う
と
す
る
方
向
性
が
、
当
時
の
人
類
学
の
ト
レ
ン
ド
と
な
っ
た
の
で
す
。
そ
の

典
型
例
が
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
バ
ー
ネ
ッ
ト
・
タ
イ
ラ
ー
（1832-1917

）
が
著
し
た
『
原

始
文
化Prim

itive Culture

』（1871

））
（
（

で
し
た
。

　

も
っ
と
も
こ
の
当
時
は
、
現
在
の
人
類
学
の
よ
う
に
研
究
者
自
身
がprim

itive

な
社

会
に
赴
い
て
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
従
事
す
る
と
い
う
発
想
は
、
ま
だ
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
タ
イ
ラ
ー
や
、「
４
「
聖
な
る
も
の
」
と
の
関
わ
り
方
―
―
呪
術
と
宗
教
」
の
節
で

取
り
上
げ
た
フ
レ
イ
ザ
ー
と
い
っ
た
人
類
学
者
は
、
世
界
中
の
探
検
家
や
宣
教
師
―
―
彼

ら
は
ま
さ
に
植
民
地
主
義
の
尖
兵
と
も
言
え
る
存
在
だ
っ
た
―
―
か
ら
取
り
寄
せ
た
膨
大

な
報
告
を
書
斎
の
な
か
で
読
み
込
ん
で
、
い
わ
ばarm

chair�anthropologist

（
肘
掛
け

椅
子
の
人
類
学
者
）
と
し
て
、
自
説
を
組
み
立
て
て
い
っ
た
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
文
脈
の
も
と
に
、
一
九
世
紀
後
半
、「
原
始
社
会
」
に
見
ら
れ
る
部
族
宗

教
―
―
こ
の
場
合
に
は
「
原
始
宗
教
」
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
―
―
の
研
究
に
よ
っ
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
起
源
論
が
登
場
し
、
そ
の
な
か
で
、
本
節
の
冒
頭
に
挙
げ
た
よ
う
な
用

語
が
作
り
出
さ
れ
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。

　

西
欧
の
視
点
か
ら
「
原
始
社
会
」
の
宗
教
を
検
討
し
て
、
そ
の
起
源
を
探
ろ
う
と
す
る

試
み
は
、
す
で
に
一
八
世
紀
に
見
ら
れ
ま
す
。
そ
の
代
表
格
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
貴
族
シ
ャ

ル
ル
・
ド
・
ブ
ロ
ス
（1709-77

）
に
よ
る
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
（fétichism

e

）
の
提
唱
で

し
ょ
う
。
ド
・
ブ
ロ
ス
は
、
そ
の
当
時
の
西
ア
フ
リ
カ
の
住
民
が
、
木
片
や
貝
殻
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
事
物
を
そ
の
ま
ま
崇
拝
の
対
象
（
呪
物fétiche

）
に
し
て
い
る
と
い
う
報

告
を
も
と
に
、
古
代
の
種
々
の
文
献
に
も
同
様
の
慣
習
が
読
み
取
れ
る
こ
と
か
ら
、
フ
ェ

テ
ィ
シ
ズ
ム
（
呪
物
崇
拝
）
を
人
類
の
宗
教
の
起
源
と
み
な
し
た
の
で
し
た）

（
（

。

⑴
ア
ニ
ミ
ズ
ム

　

し
か
し
な
が
ら
、
よ
り
明
確
な
形
で
の
宗
教
起
源
論
は
、
先
に
も
見
た
通
り
、
進
化

論
登
場
後
の
一
九
世
紀
後
半
に
本
格
化
し
ま
す
。
そ
の
典
型
例
は
、
す
で
に
触
れ
た
タ

イ
ラ
ー
の
『
原
始
文
化
』
の
な
か
で
提
唱
さ
れ
た
ア
ニ
ミ
ズ
ム）

（
（

で
す
。
ア
ニ
ミ
ズ
ム

（anim
ism

）
と
い
う
言
葉
は
、
現
在
で
は
基
本
的
に
、
万
物
に
霊
魂
が
宿
っ
て
い
る
と

す
る
信
念
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
日
本
人
の
自
然
観
に
は
ア

ニ
ミ
ズ
ム
的
な
背
景
が
あ
る
と
い
っ
た
表
現
は
、
み
な
さ
ん
も
ど
こ
か
で
眼
に
し
た
こ
と

が
あ
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
に
一
般
的
に
は
精
霊
崇
拝
と
で
も
訳
せ
る
よ
う
な
意
味
で

流
通
し
て
い
る
ア
ニ
ミ
ズ
ム
で
す
が
、
タ
イ
ラ
ー
は
、
こ
れ
こ
そ
が
宗
教
の
起
源
だ
と
考

え
た
の
で
す
。

　

彼
に
よ
れ
ば
、
知
性
が
未
発
達
な
「
原
始
人
」
―
―
タ
イ
ラ
ー
はsavage

の
語
を
用

い
て
い
る
―
―
が
、
た
と
え
ば
友
人
に
会
う
夢
を
見
る
と
、
彼
は
、
自
分
の
な
か
に
魂
と

い
う
、
肉
体
か
ら
相
対
的
に
独
立
し
て
意
識
を
も
っ
た
存
在
が
あ
っ
て
、
こ
れ
が
睡
眠
中

に
肉
体
か
ら
離
脱
し
て
友
人
に
会
い
に
い
っ
た
の
だ
、
と
想
像
す
る
よ
う
に
な
り
、
こ
こ

か
ら
霊
魂
観
念
が
発
生
し
た
、
と
さ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、「
原
始
人
」
は
類
推
を
働
か
せ

て
、
自
分
以
外
の
自
然
界
の
事
物
―
―
動
植
物
や
岩
、
山
、
川
な
ど
―
―
に
も
、
同
様
の

意
識
を
も
っ
た
魂
が
宿
っ
て
い
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
う
し
て
、
諸
物
に
宿

る
精
霊
観
念
が
成
立
す
る
の
で
す
。
さ
ら
に
こ
れ
が
発
展
し
て
、
い
わ
ゆ
る
神
観
念
が
形

作
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
う
し
て
タ
イ
ラ
ー
は
、「
宗
教
の
最
小
限
の
定
義

は
、
諸
々
の
霊
的
存
在
へ
の
信
念
（the�belief�in�Spiritual�Beings

）
で
あ
る
」（
奥

山
倫
明
ほ
か
訳
『
原
始
文
化
』
上
、p.518

）
と
い
う
、
有
名
な
規
定
を
下
す
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
原
始
人
」
の
知
性
が
未
発
達
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
霊
魂
、
さ
ら
に
は

精
霊
や
神
々
な
ど
の
観
念
が
生
み
出
さ
れ
て
い
っ
た
と
す
る
タ
イ
ラ
ー
の
宗
教
起
源
論

は
、
た
と
え
ば
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
か
ら
も
、
宗
教
を
単
な
る
幻
想
に
還
元
す
る
主
知
主
義
的



比
較
宗
教
学
講
義
Ⅰ
―
―
宗
教
の
と
ら
え
方

二
八

な
と
ら
え
方
だ
と
し
て
、
徹
底
的
な
批
判
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す）

（
（

。

　

た
だ
、
そ
の
よ
う
な
起
源
論
的
説
明
の
当
否
は
さ
て
お
く
と
し
て
も
、
現
実
の
宗
教
現

象
に
お
い
て
、
た
と
え
ば
あ
る
岩
が
崇
拝
の
対
象
と
さ
れ
る
場
合
、
そ
こ
に
な
ん
ら
か
の

精
霊
が
宿
っ
て
い
る
か
ら
な
の
か
、
そ
れ
と
も
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
で
想
定
さ
れ
て
い
た
よ

う
に
岩
と
い
う
物
体
自
体
が
崇
拝
の
対
象
と
さ
れ
る
の
か
、
さ
ら
に
は
メ
ラ
ネ
シ
ア
の
マ

ナ
の
よ
う
に
、
意
識
を
も
た
な
い
超
自
然
的
な
力
が
宿
っ
て
い
る
の
か
は
、
そ
う
簡
単
に

判
断
が
付
く
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
ず
れ
に
せ
よ
眼
に
見
え
な
い
世
界
の
説
明
は
、

や
は
り
難
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。

⑵
ナ
チ
ュ
リ
ズ
ム

　

次
は
自
然
崇
拝
（nature�w

orship,�naturism

）
で
す
。
太
陽
や
月
と
い
っ
た
天
体

や
、
山
や
川
な
ど
の
自
然
現
象
が
神
格
化
さ
れ
て
崇
拝
の
対
象
に
な
る
と
い
う
視
点
は
、

す
で
に
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
宗
教
観
に
も
見
ら
れ
ま
し
た
。
近
代
に
な
っ
て
、
こ
れ
を
宗
教

の
起
源
と
し
て
取
り
上
げ
た
代
表
例
が
、
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
（1823-1900

）
で
す
。

ミ
ュ
ラ
ー
は
ド
イ
ツ
出
身
の
比
較
言
語
学
者
で
し
た
が
、
や
が
て
古
代
イ
ン
ド
の
リ
グ
・

ヴ
ェ
ー
ダ
の
研
究
か
ら
神
話
学
に
も
手
を
染
め
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
比
較
宗
教
学
の

研
究
に
進
み
ま
す
。
彼
は
イ
ギ
リ
ス
に
渡
っ
て
、
一
八
七
〇
年
に
『
宗
教
学
序
説
』
と
い

う
公
開
講
義）

（
（

を
行
な
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
学
説
史
の
上
で
は
、
宗
教
学
と
い
う
学
問
分

野
の
出
発
点
と
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
講
義
の
な
か
で
、「
一
つ
の
言
語
し
か
知
ら
な

い
者
は
、
言
語
を
何
も
知
ら
な
い
の
で
あ
る
」
と
い
う
ゲ
ー
テ
の
言
葉
を
も
じ
っ
て
、「
一

つ
の
宗
教
し
か
知
ら
な
い
者
は
、
宗
教
を
何
も
知
ら
な
い
の
で
あ
る
」（『
比
較
宗
教
学
の

誕
生
』、p.230

）
と
述
べ
た
こ
と
で
も
有
名
で
す
。

　

ミ
ュ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
古
代
人
が
自
然
界
の
現
象
に
向
き
合
う
と
き
に
、
そ
の
無
限
性

に
圧
倒
さ
れ
て
、
こ
れ
を
崇
拝
の
対
象
と
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
の
際
、
ま
だ
言
語

が
そ
れ
ほ
ど
発
達
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の
よ
う
な
崇
拝
対
象
を
表
現
す
る
際
に
、

人
間
の
動
作
に
な
ぞ
ら
え
る
し
か
方
法
が
な
か
っ
た
、
と
さ
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
人
間
の

動
作
の
表
現
を
用
い
て
い
る
う
ち
に
、
そ
れ
ら
の
自
然
界
の
現
象
が
、
人
間
と
同
じ
人
格

を
持
っ
た
存
在
と
と
ら
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
こ
か
ら
精
霊
、
さ
ら
に
は
神
々
の
観

念
が
生
じ
た
、
と
い
う
の
で
す
。
言
葉
の
不
適
切
な
使
用
が
、
神
々
と
い
う
幻
想
を
作
り

出
し
た
と
い
う
意
味
で
、
ミ
ュ
ラ
ー
は
こ
れ
を
「
言
語
の
病
い
」
と
も
呼
ん
で
い
ま
す
が
、

タ
イ
ラ
ー
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
説
明
と
同
様
、
古
代
人
の
知
性
の
未
熟
さ
を
前
提
と
し
た
説

で
、
や
は
り
批
判
の
対
象
と
な
り
ま
す）

（
（

。

　

ア
ニ
ミ
ズ
ム
同
様
、
実
際
に
自
然
現
象
の
神
格
化
と
解
釈
で
き
る
宗
教
現
象
は
存
在
し

て
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
宗
教
の
起
源
に
据
え
る
こ
と
は
難
し
い
と
言
え
ま
す
。
そ
も
そ
も
、

多
様
な
宗
教
現
象
に
一
つ
の
起
源
を
定
め
よ
う
と
す
る
試
み
自
体
が
、
当
時
の
単
系
進
化

論
の
単
純
化
さ
れ
た
発
想
を
前
提
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
現
在
で
は
そ
の
ま
ま
通
用
す
る

は
ず
も
あ
り
ま
せ
ん
。

⑶
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム

　

次
に
取
り
上
げ
る
の
は
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
で
す
。
宗
教
の
定
義
の
と
こ
ろ
で
も
触
れ
た
よ

う
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
学
者
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
（1858-1917

）
が
、
晩
年
精
力
を
傾
け

て
取
り
組
ん
だ
の
が
、
こ
の
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
で
し
た
。

　

ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
（totem

ism

）
は
、
ト
ー
テ
ム
（totem

）
―
―
ア
メ
リ
カ
先
住
民
の

オ
ジ
ブ
ワ
族
の
呼
称
に
由
来
し
て
い
る
―
―
、
す
な
わ
ち
氏
族
（
ク
ラ
ン
）
な
ど
の
社
会

集
団
の
名
称
と
し
て
採
用
さ
れ
た
動
植
物
な
ど
、
自
然
界
の
事
物
に
ま
つ
わ
る
多
様
な
神

話
・
儀
礼
・
慣
行
を
総
称
す
る
言
葉
で
す
。
一
八
世
紀
以
来
、
主
に
北
ア
メ
リ
カ
や
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
の
先
住
民
社
会
で
観
察
さ
れ
、
や
は
り
一
九
世
紀
の
後
半
に
人
類
学
者
た
ち

の
注
目
を
集
め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
ト
ー

テ
ミ
ズ
ム
を
集
中
的
に
研
究
す
る
な
か
で
、
宗
教
一
般
の
本
質
的
要
素
を
抽
出
し
、
こ
れ

を
独
自
の
社
会
学
的
視
点
か
ら
解
読
し
て
い
っ
た
の
で
す
。

　

デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
自
身
は
、
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
を
最
も
「
原
始
的
な
」
宗
教
と
み
な
し
て
い

ま
し
た
が
、
こ
れ
を
宗
教
進
化
の
出
発
点
に
据
え
る
の
で
は
な
く
、
最
も
単
純
な
宗
教
体

系
と
し
て
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
教
一
般
に
共
通
す
る
本
質
を
と
ら
え
よ
う
と
し

た
の
で
し
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
タ
イ
ラ
ー
以
来
の
宗
教
起
源
論
と
は
一
線
を
画
し
て
い

ま
す
が
、
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
研
究
か
ら
宗
教
の
本
質
を
一
挙
に
解
明
し
よ
う
と
し
た
点
で

は
、
宗
教
を
実
体
視
し
す
ぎ
て
い
た
、
と
言
う
べ
き
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

実
際
、
こ
の
よ
う
に
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
に
代
表
さ
れ
る
、
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
を
宗
教
と
し
て

実
体
視
す
る
視
点
は
、
の
ち
に
フ
ラ
ン
ス
の
人
類
学
者
ク
ロ
ー
ド
・
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー

ス
（1908-2009
）
に
よ
っ
て
、
西
欧
の
研
究
者
が
作
り
上
げ
た
「
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
幻
想
」

と
し
て
、
徹
底
的
に
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
（
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
『
今
日



人
間
科
学
部
紀
要

　
第
四
号

　
二
〇
二
一
年
三
月

二
九

の
ト
ー
テ
ミ
ス
ムLe totém

ism
e aujourd'hui

』（1962

）、『
野
生
の
思
考La pensée 

sauvage

』（1962

）
等
）。
も
っ
と
も
、
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
は
、
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
を

人
間
の
普
遍
的
な
認
識
枠
組
み
の
一
端
と
し
て
と
ら
え
直
そ
う
と
す
る
の
で
す
が
、
し
か

し
方
法
論
的
不
可
知
論
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
を
宗
教
現
象
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と

は
な
お
可
能
で
あ
る
よ
う
に
も
思
え
ま
す）

（
（

。

⑷
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム

　

最
後
に
、
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
を
取
り
上
げ
ま
す
。
も
と
も
と
は
、
ツ
ン
グ
ー
ス
語
の
サ
マ

ン
（sam

ân

）
と
い
う
言
葉
が
一
七
世
紀
以
降
ロ
シ
ア
語
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
一
九
世
紀

中
頃
か
ら
シ
ベ
リ
ア
地
方
の
人
類
学
的
研
究
が
進
む
に
つ
れ
て
、
サ
マ
ン
に
基
づ
く
学
術

用
語
と
し
て
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
（sham

anism
））

（
（

の
語
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と

さ
れ
て
い
ま
す）

（
（

。
タ
イ
ラ
ー
以
来
の
宗
教
起
源
論
に
は
直
接
関
わ
る
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

　

こ
の
場
合
の
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
は
、
シ
ベ
リ
ア
地
方
に
お
い
て
、
神
霊
と
直
接
接
触
で
き

る
特
殊
な
能
力
を
も
っ
た
シ
ャ
マ
ン
と
呼
ば
れ
る
宗
教
者
（
霊
能
者
）
を
媒
介
と
し
て
、

霊
界
と
交
流
す
る
営
み
を
総
称
す
る
言
葉
で
し
た
。
た
と
え
ば
神
霊
が
シ
ャ
マ
ン
に
乗
り

移
っ
た
り
（
憑
依possession

）、
あ
る
い
は
シ
ャ
マ
ン
の
魂
が
肉
体
を
脱
し
て
天
界
や

冥
界
を
往
来
し
た
り
（
脱
魂ecstasy

）
し
て
、
信
者
の
人
び
と
に
霊
界
か
ら
の
メ
ッ
セ

ー
ジ
を
伝
え
る
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
現
象
が
、
シ
ベ
リ
ア
の
み
な
ら
ず
、
世
界
各
地
で
報
告
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
、
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
と
い
う
言
葉
も
広
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
た
と
え

ば
日
本
で
も
、
青
森
県
下
北
半
島
の
恐
山
で
夏
の
大
祭
に
集
ま
る
イ
タ
コ
と
呼
ば
れ
る
盲

目
の
巫み

女こ

た
ち
の
ホ
ト
ケ
オ
ロ
シ
―
―
死
者
の
霊
を
呼
び
出
し
て
巫
女
の
口
を
借
り
て
語

っ
て
も
ら
う
―
―
は
有
名
で
す
が
、
こ
の
種
の
事
例
は
、
東
北
地
方
の
み
な
ら
ず
、
以
前

は
日
本
全
国
に
広
が
っ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
ま
す）

10
（

。

　

従
来
は
、
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
と
い
う
と
、
た
と
え
ば
邪
馬
台
国
の
卑
弥
呼
が
引
き
合
い
に

出
さ
れ
て
、
い
か
に
も
古
代
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
付
き
ま
と
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
神
霊
が

憑
依
す
る
、
要
す
る
に
神
懸
り
す
る
と
い
う
現
象
は
広
く
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
取
り

立
て
て
古
代
的
な
宗
教
現
象
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
山
陰
地
域
に
も

見
ら
れ
る
「
狐
憑
き
」
と
い
っ
た
現
象
も
、
広
い
意
味
で
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
の
な
か
に
含
め

て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
憑
依
現
象
を
、
精
神
疾
患
と
の
関
連

で
精
神
医
学
的
に
研
究
す
る
取
り
組
み
も
あ
り
ま
す）

11
（

。

　

以
上
、
宗
教
の
と
ら
え
方
を
め
ぐ
っ
て
、
基
本
的
な
事
項
を
説
明
し
て
き
ま
し
た
。
宗

教
を
、
そ
の
前
提
と
な
る
眼
に
見
え
な
い
世
界
＝
「
聖
な
る
も
の
」
の
実
在
そ
の
も
の
は

判
断
保
留
し
て
、
で
き
る
だ
け
客
観
的
に
と
ら
え
て
い
く
、
そ
れ
が
、
何
度
も
繰
り
返
し

て
き
た
、
方
法
論
的
不
可
知
論
の
立
場
で
し
た
。
こ
の
立
場
に
立
っ
て
、
こ
れ
か
ら
世
界

の
三
大
宗
教
を
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
最
後
に
、
こ
の
授
業
の
タ
イ
ト
ル
に
な
っ
て
い
る
「
比
較
宗
教
学
」
に
つ
い

て
、
一
言
付
け
加
え
て
お
き
ま
す
。
ナ
チ
ュ
リ
ズ
ム
の
項
目
で
触
れ
た
、
近
代
宗
教
学
の

祖
、
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
の
言
葉
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
比
較
は
、
宗
教
学
の
当
初
か

ら
重
要
な
モ
チ
ー
フ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
、
比
較
は
そ
れ
ぞ

れ
の
宗
教
の
あ
る
種
の
実
体
視
抜
き
に
は
成
立
し
ま
せ
ん
。
本
章
の
当
初
か
ら
触
れ
て
き

た
「
宗
教
」
概
念
批
判
―
―
宗
教
を
実
体
化
す
る
本
質
主
義
的
視
点
を
批
判
す
る
―
―
の

立
場
か
ら
す
れ
ば
、
従
来
の
よ
う
な
ナ
イ
ー
ブ
な
比
較
は
、
成
立
し
え
な
い
こ
と
に
な
り

ま
す）

12
（

。
実
際
、「
比
較
宗
教
学
」
と
い
う
呼
称
自
体
、
最
近
で
は
め
っ
き
り
用
い
ら
れ
な

く
な
り
ま
し
た
。

　

た
だ
、「
３
宗
教
の
基
本
要
素
と
方
法
論
的
不
可
知
論
の
立
場
」
の
註
（
11
）
で
も
触

れ
た
よ
う
に
、
こ
の
授
業
が
採
用
す
る
方
法
論
的
不
可
知
論
の
立
場
か
ら
す
る
な
ら
ば
、

「
聖
な
る
も
の
」
の
実
在
性
を
カ
ッ
コ
に
入
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
本
質
主
義
的
な
ア

プ
ロ
ー
チ
も
暫
定
的
に
可
能
と
な
る
は
ず
で
す
。「
は
じ
め
に
」
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、

キ
リ
ス
ト
教
も
イ
ス
ラ
ム
教
も
、
さ
ら
に
は
仏
教
も
、
相
互
に
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

初
め
て
そ
の
特
徴
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

　

そ
れ
で
は
、
次
回
以
降
、
ま
ず
は
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
眺
め
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

註（
（
）�

エ
ド
ワ
ー
ド
・
Ｂ
・
タ
イ
ラ
ー
（
奥
山
倫
明
・
奥
山
史
亮
・
長
谷
千
代
子
・
堀
雅
彦

訳
）『
原
始
文
化
』
上
下
（
国
書
刊
行
会
、（0（（

：Edw
ard�Burnet�T

ylor,�Prim
itive 

Culture. R
esearches into the developm

ent of M
ythology, Philosophy, R

eligion, 



比
較
宗
教
学
講
義
Ⅰ
―
―
宗
教
の
と
ら
え
方

三
〇

Lanuguage, A
rt, and Custom

,�John�M
urray,�（（（（

）。

（
（
）�fétiche

の
語
は
、「
魔
力
を
も
っ
た
」
を
意
味
す
る
ポ
ル
ト
ガ
ル
語fetisso

か
ら
、
当
時
の

西
欧
人
の
貿
易
商
が
作
っ
た
と
さ
れ
る
（
シ
ャ
ル
ル
・
ド
・
ブ
ロ
ス
［
杉
本
隆
司
訳
］『
フ
ェ

テ
ィ
シ
ュ
諸
神
の
崇
拝
』［
法
政
大
学
出
版
局
、（00（

：Charles�de�Brocces,�D
u culte 

des dieux fétiches, ou Parallèle de l'ancienne religion de l'E
gypte avec la religion 

actuelle de N
igritie,�（（（0

］、p.（（

）。

　
　
　

ち
な
み
に
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
語
は
そ
の
後
、
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
（（（（（-（（

）
に
よ
る

貨
幣
の
物
神
化
の
議
論
や
、
ジ
ー
ク
ム
ン
ト
・
フ
ロ
イ
ト
（（（（（-（（（（

）
に
よ
る
性
的
倒
錯

の
議
論
に
援
用
さ
れ
、
こ
れ
が
現
在
の
「
～
フ
ェ
チ
」
の
用
法
に
ま
で
つ
な
が
っ
て
い
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
藤
原
久
仁
子
「
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
」（
星
野
英
紀
ほ
か

編
『
宗
教
学
事
典
』［
丸
善
、（0（0
、pp.（0（f.

］）
を
参
照
の
こ
と
。

（
（
）�

ア
ニ
ミ
ズ
ム
（A

nim
ism

us

）
の
言
葉
自
体
は
、
ド
イ
ツ
の
医
師
ゲ
オ
ル
グ
・
エ
ル
ネ
ス

ト
・
シ
ュ
タ
ー
ル
（（（（0?-（（（（

）
が
、
ラ
テ
ン
語
のanim

a

（
魂
）
の
語
か
ら
作
っ
た
の
だ

が
、
タ
イ
ラ
ー
は
こ
れ
に
独
自
の
意
味
を
込
め
て
用
い
た
わ
け
で
あ
る
（cf.

タ
イ
ラ
ー
［
奥

山
倫
明
ほ
か
訳
］『
原
始
文
化
』
上
、［
国
書
刊
行
会
、（0（（

、p.（（（,�n.（（

］）。

（
（
）�

デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
（
山
﨑
亮
訳
）『
宗
教
生
活
の
基
本
形
態
』
上
（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、（0（（

）

第
一
部
第
二
章
を
参
照
の
こ
と
。

（
（
）�

マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
（
久
保
田
浩
訳
）『
宗
教
学
序
説
―
―
王
立
研
究
所
で
行
な
わ
れ
た

四
つ
の
講
義
』（Friedrich�M

ax�M
üller,�Introduction to the Science of R

eligion. 
Four Lectures D

elivered at the R
oyal Institution,�Longm

ans,�Green,�and�Co,�
（（（（

）（『
比
較
宗
教
学
の
誕
生
―
―
宗
教
・
神
話
・
仏
教
』［
国
書
刊
行
会
、（0（（

］
所
収
）

（
（
）�

た
と
え
ば
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
（
山
﨑
亮
訳
）『
宗
教
生
活
の
基
本
形
態
』
上
（
ち
く
ま
学
芸

文
庫
、（0（（

）
第
一
部
第
三
章
を
参
照
の
こ
と
。

（
（
）�

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
山
﨑
亮
「
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
」（
星
野
英
紀
ほ
か
編
『
宗

教
学
事
典
』［
丸
善
、（0（0

、pp.（（（f.

］）
を
参
照
の
こ
と
。

（
（
）�

近
年
は
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
い
う
表
記
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
従
来
の
宗
教
学
で
は
シ
ャ
マ

ニ
ズ
ム
の
表
記
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
授
業
で
も
そ
れ
に
倣
う
。

（
（
）�

初
期
の
代
表
的
な
研
究
者
と
し
て
は
ロ
シ
ア
の
セ
ル
ゲ
イ
・
シ
ロ
コ
ゴ
ロ
フ
（（（（（-（（

）

が
い
る
（
川
久
保
悌
郎
／
田
中
克
己
訳
『
北
方
ツ
ン
グ
ー
ス
の
社
会
構
成
』［
岩
波
書

店
、（（（（

：Sergei�Shirokogoroff,�Social organization of the N
orthern T

ungus,�
Com

m
ercial�Press,（（（（

］）。
ま
た
、
宗
教
学
者
に
よ
る
研
究
と
し
て
は
、
ミ
ル
チ
ア
・

エ
リ
ア
ー
デ
（
堀
一
郎
訳
）『
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
―
―
古
代
的
エ
ク
ス
タ
シ
ー
技
術
』
上

下
（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、（00（

：M
ircea�Eliade,�Le cham

anism
e et les techniques 

archaïques de l'extase,�Payot,�（（（（

）
の
大
著
も
あ
る
。

（
（0
）�

日
本
の
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
に
関
す
る
宗
教
学
的
研
究
と
し
て
は
、
楠
正
弘
『
庶
民
信
仰
の
世

界
―
―
恐
山
信
仰
と
オ
シ
ラ
サ
ン
信
仰
』（
未
来
社
、（（（（

）、
池
上
良
正
『
民
間
巫
者
信
仰

の
研
究
―
―
宗
教
学
の
視
点
か
ら
』（
未
来
社
、（（（（

）
な
ど
を
参
照
の
こ
と
。
さ
ら
に
、
近

代
批
判
的
視
角
か
ら
の
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
研
究
の
嚆
矢
と
し
て
、
川
村
邦
光
『
幻
視
す
る
近
代

空
間
―
―
迷
信
・
病
気
・
座
敷
牢
、
あ
る
い
は
歴
史
の
記
憶
』（
青
弓
社
、（（（0

）
を
挙
げ
て

お
く
。

（
（（
）�

た
と
え
ば
、
佐
々
木
雄
司
『
宗
教
か
ら
精
神
衛
生
へ
』（
金
剛
出
版
、（（（（

）
な
ど
。

（
（（
）�

た
と
え
ば
、
山
中
弘
「
宗
教
学
に
お
け
る
比
較
研
究
の
問
題
」（
出
口
顯
・
三
尾
稔
編
『
国

立
民
族
学
博
物
館
調
査
報
告
（0�

人
類
学
的
比
較
再
考
』、（0（0

、
所
収
）
を
参
照
の
こ
と
。


