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を
ア

セ

ン

シ
ョ

ン

と

関
連
づ

け、

今
後
も
起
き
る

と
示

唆
、

震
災

後
も
地

震

関
連
の

発
言
が

あ
る

。

以
上
の

条
件
で

絞
り
込
ん

だ

と
こ

ろ

五
人
の

プ

ロ

ガ
ー

を
拾

う
こ

と
が
で

き
た

。

ア

セ

ン

シ

ョ

ン

を
肯

定
的
に

と

ら
え
て

い

る

者
は
二

人
、

距
離
を
と

り
つ

つ

大
震
災
を
予
知
し
た
者
が
一

人、

懐

疑
的
だ

が

個
人
的
ア

セ

ン

シ
ョ

ン

を

期
待
し

て

い

る

者
が
一

人
、

ア

セ

ン

シ

ョ

ン

は
人
目

削

減
の

た
め

の

陰
謀
だ
と

す
る

者
が
一

人
だ

っ

た
。

さ
ら

に、

震
災
後、

同
じ

検
索

語
で

ヒ

ッ

ト

数
が

多
い

三

月

＝
一
凵
か
ら

の

四

日
間
を
期
間

指
定
し

て

適
合
度
順
上

位
か
ら

有
意
味
な
プ
ロ

グ

を
十
個
拾

い
、

事
例
の

少
な
さ
を
補
っ

た
。

肯
定
派
は

六
、

前
提
と
す
る

が
違
和
感

を

表
明
し
て

い

る

者

が
三
、

陰

謀

論
の

立

場
か

ら

の

否
定
派
が
一

だ
っ

た
。

ど

ち．
ら
の

検

索
で

も
ア

セ

ン

シ
ョ

ン

を

前
提
と

し
つ

つ

違
和
感
を
表

明
す
る

者
が

＝
疋

数
い

る
。

　

肯
定
派
に
は

四
つ

の

特
徴
が
あ
る

。

1
天
罰
の

否
定

。

ア

セ

ン

シ

ョ

ン

は

地
球
の

進
化
で

あ
り、

震
災
の

背
後
に

超
自
然
的
主

体
の

意
志
は

認
め

ら

れ
な

い
。

2
善
悪
二

元
論
の

否
定
と

ネ
ガ

ポ
ジ

ニ

元
論

。

震
災
後
の

世

間
は

互

い

を
非
難
し
あ
う
ネ
ガ

テ

ィ

ブ

な
想
念
が
渦
巻
い

て

い

る

が
、

自

分
は

世
界
が
よ

い

方
向
に
向
か
っ

て

い

る
と

ポ
ジ

テ

ィ

ブ

に

見
て

い

る
。

死
後
生

を
信
じ

て

い

る

の

で
、

震
災
に

よ
る

死
亡

は

罰
と

見
な

さ
な

い
。

3
潜
在
化
・

個
人
化

。

以
上

の

よ
う
な
信
念
を
ネ
ッ

ト

以
外
の

日
常
生

活

で

は

話
さ
な
い

。

4
凵
本
の

特
別
視

。

震
災
を
機
に

R
本
人

の

絆
が

強
ま

り
世

界
か
ら

賞

賛
さ
れ

て

い

る
。

ア

セ

ン

シ

ョ

ン

は

日

本
か
ら

始
ま
っ

た
。

「

が
ん

ば

れ
ニ

ッ

ポ

ン
」

と
い

う
世

俗
的
ス

ロ

ー

ガ

ン

と

接
続

す
る

こ

と
で

、

災
害
の

宗
教
的
意
味
づ

け
を

警
戒
す
る

「

復
興
世
俗
主

義
」

へ

の

適
応
が

可
能
と
な
っ

て

い

る
。

　

復
興
世
俗
主

義
は
、

地

域
復
興
支
援
の

た

め
の

国
民
的
連

帯
に

価
値
を

置

く
が、

心
の

ケ
ア

を
妨
げ
る

表
現．
の

抑
制
と
い

う
観
点
か

ら
、

災
害
の

超

自
然
的
原
因
を
求
め
る

こ

と

に

否
定
的
で
、

む
し
ろ

人
的
責
任
を

追
及

す
る

。

こ

の

批
判
的
態
度
を
ア

セ

ン

シ

ョ

ン

信
奉
者
は

ネ
ガ

テ

ィ

ブ

な
状

態
と

す
る

。

彼
ら
は

「

地
球
」

や

「

日
本
」

を
抽

象
的
に

意
識
す
る

が、

被

災
者
へ

の

共
感
は

薄
く、

自
己
の

ポ

ジ
テ

ィ

ブ
さ
に
固
執
す
る

個
人
主

義

者
で

あ
る

。

そ
れ
に

対
し
て
、

ア

セ

ン

シ

ョ

ン

に

違
和
感
を

持
つ

ス

ピ

リ

チ
ュ

ア

ル

な
人
々

は
、

地
球
や

日
本
よ
り
も
日
常
生

活
の

正

常
化
に
関

心
を
寄
せ

る
私
生
活
主
義
者
で

あ
る

。

　

多
中
心
的
で

カ

リ
ス

マ

も
組
織
も
持
た
ず、

個
人
の

ポ

ジ

テ

ィ

ブ

な
心

理
状
態
に

固
執
す
る

ア

セ

ン

シ

ョ

ン

信
奉
者
の

傾
向
は
、

終
末
論
の

個
人

化

：
心

理
化
を
示
唆．
し
て

い

る
。

他
方、

個
人
的
ス

ピ

リ
チ
ュ

ア

リ

テ

ィ

の

潮
流
に

お
い

て、

世
界
の

破
滅
の

想
定
や
論
争
的
雰
囲
気
は
一

般
的
で

は

な
い

。

暴
力
的
な
カ

ル

ト

団
体
が
楽
天
的
な
終
末
論
と

個
人
主

義
的
な

集
ま
り
か

ら
始
ま
っ

た

例
も
あ
る

こ

と

を
想
起
す
れ

ば
、

一

部
の

ア

セ

ン

シ

ョ

ン

思
想
家
か
ら
逸
脱
的
組
織
が
発
生
す
る

可
能
性
も
否
め

な
い
。

近
代
化
・

世
俗
化
・

宗
教

　
　
　

危
機
の

時
代
か
ら
の

再

考
察

中
　
野

毅

　
一
　

近

年、

政
教
分
離

、

国
家
・

政
治
と

宗
教、

近
代
化
と

世
俗
化
に

関
す
る

議
論
が
、

政
治

学
や
国
際
社

会
論
な
ど
の

領
域
に

お

い

て
、

「

宗

教
」

を
重

要
な

フ

ァ

ク

タ

ー

と

し

て

取
り
入
れ
て

盛
ん

に

な

っ

て

い

る
。

昨
年
は

イ
ス

ラ

エ

ル

の

政

治
学

者
一

〇

爵
臣
き
団
o
騒

の

統
計

学
的
（
計
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鼠
的

質
的
）

調
査
を
紹
介
し

た
（
団
o
図

b。
OOQ

。
）

が、

今
回
は

哲
学
の

分
野

で

話
題
に

な
っ

て

い

る

チ
ャ

ー

ル

ズ
・

テ

イ
ラ

ー

（
07
簿

匡
Φ
ω

→
帥

覧
o
吋
）

の

説
を

紹
介
し
つ

つ
、

三
・

＝

東
日
本
大
震
災
と

福

島
原
発

事
故
に

よ

り

発
生
し

た

大
規
模
な

社
会
的

危
機
に

宗
教
は
い

か
な
る

役
割
を
果
た
し

う
る

の

か
、

そ
し

て

宗
教
学
は

何
を
な

す
べ

き
な
の

か
と
い

う

問
題
意
識

を

繰
り

込
み

な
が

ら
、

考
え
て

い

く
。

　
ニ

　
テ

イ
ラ

ー

は
、

近

代
は

世
俗
的
な
時

代
で

あ
る
と
い

う
。

テ

イ
ラ

ー

に
と
っ

て

重
要
な

近

代
的
原

理
は
、

脱
呪
術

化
の

長
い

道
程
の

呆
て

に
、

超

越
的
な

権
威、

高
次
元

の

時
間
な
ど
に

依
拠
し

な
い

、

現
世

的
で

内

在
的

な
枠
組
み

含

巨
Bp
口
Φ

巨

守
帥

日
ρ

→
帥

泣
o
お

b⊃
OO

メ

o
ザ
p。

や

霸
）

に

よ

っ

て

現
代
世
界
は

成
り
立
っ

て

い

る

と、

多
く
の

人
々

が

想
像
す
る

段
階
へ

と

至
り
着
い

た

と

す
る

点
で

あ
る

。

神
や

来
世
に

依
拠
し

て

翻
み

立
て

ら

れ
る

よ

う
な
社
会
は
、

も
は

や

終
わ
っ

た
．

杜
会
的
政

治
的
な
生

は

も
っ

ぱ
ら
世

俗
的
な

時
間
（
ω

霧
巳

髯
ロ
ゴ

亮
）

の

中
で

と

ら
え
ら
れ
、

俗
な
る

時

間
（

亶
o

賦
口
Φ

け

巨
9

の

中

に

お

け

る
人
々

の

共

同

行
為
と

み

な
さ

れ
る

よ

う
に

な
っ

た
。

政
教
分
離
や

世
俗
化
な
ど

と

論
じ

ら

れ

る

問
題
の

背
後
に

あ
る

本
質
的
な

意
味
は
、

こ

う
し
た

も
の

で

あ
る
。

　
と

は

い

え、

神
の

意
志
が
わ

れ

わ
れ

個
人
の

中
に

現
前
す
る

可
能
性
は

あ
り、

特
定
の

個
人
や
集
団
の

ア

イ

デ

ン

テ

ィ

テ

ィ

i
形
成
に

中
心

的
な

位
置
を

占
め

る

こ

と

は

あ
る

。

つ

ま

り、

あ
ら

ゆ

る

社
会
的
な

行
為
が
俗

な

る

時
間
の

な
か
で

生
じ
て

い

る

と
い

う
感
覚
に
A
口

致
す
る

よ

う
な

か
た

ち
で
、

宗
教
が

存
在
す
る
よ

う
に

な

っ

た

と
テ

イ
ラ

ー

は

結
論
づ

け
て

い

る
。

世
俗
的
時
代
で

あ
っ

て

も
宗
教
の

不
在
や
不
要
と
い

う
こ

と

で

は

な

い
。

宗
教
の

立

ち
位
置、

宗
教
の

存
在
様
式
が

変
化
し

た

と

と

ら
え
る

の

で

あ
る

。

　
二

〇
〇

二

年
の

『

ジ
ェ

イ
ム

ズ

再

訪
』

で

は
、

以

下
の
＝ ．
段

階
で

整

理
し
て

い

る
。

 
勺

巴
oo

−
∪
⊆

蒔
げ

98

冨
ロ

o一
興
δ

曁
ω

B
冖

前
近
代、

 

ヒ
Φ

o−
O
ロ
『

臣
Φ団
日
ご

『

近

代
前

期
、

 
唱

霧
学
∪
ロ

蒔
げ
¢

冒
貯
戸

ロ
o

早

∪

霞

匪
巴

巨
穹
α

冨
O
Φ

諺
讐一
〇

『

近

代
後
期

。

こ

の

区
分

も
有

益
で

あ

る
Q

　
三

　
多
く
の

国
民
は

三

月

＝

口

に

東
R
本
を
お
そ
っ

た

大
震
災
や
福

島
原

発
事

故
を

「

神
の

怒

り
」

「

仏
罰
」

「

宿
業
」

な
ど
と

考
え
て

は

い

な

い
。

わ

れ

わ

れ
は

巨

大
地
震

発
生
の

白
然
的
メ

カ

ニ

ズ
ム

を

知
っ

て

お

り
、

原

爆
の

悲

惨
と
と
も
に

原
発
の

制

御
不
能
な
危
険

性
も
知
っ

た
。

こ

の

宇

宙
の

誕
生
か
ら

人

類
と
し

て

の

進

化
過
程
も

解
明
さ
れ

て

き
た
。

病

気
を

引
き
起
こ

す
遣
伝
子
的
メ

カ
ニ

ズ

ム

も

分
か
っ

て

き
た

。

そ
し
て
、

そ
れ
ら
が

招
く

災
害
や

被
害
へ

の

対
策
・

対

処
も、

経

験
科
学
的
な
知
識

と

技
術
に

よ
っ

て

の

み

可

能
で

あ
る

。

祈
り
や

呪
術
で

は

解
決
で

き
な
い

こ

と

を

知
っ

て

い

る
。

ま
さ

に

テ

イ

ラ

ー

の

い

う
世

俗
的

な

時
間
や

空

間
、

一
ヨ
B
磐
Φ

葺

蹄
PB

Φ

に

お

い

て

考
え
て

お

り
、

そ
し
て

世
界
の

様
々

な
地
域
で

の

出

来
事
が

同
じ

時
問
や

空

間
で

生
起
し
て

い

る

と

想
像
し
て

い

る

し
、

で

き
る
。

　
そ
れ

は

欧
米
の

み

で

な

く、

日

本
や

中
国
で

も、

そ
し
て

イ

ス

ラ

ム

圏

で

も

宗
教

的
帰
属
と

国
家
体
制
と
が

切

り
離
さ
れ
つ

つ

あ
り、

現
代
世
界

は

世
俗
化
さ

れ

た

世
界
と
な
っ

て

き
た

。

し
か
し、

そ
の

世
界
に

あ
っ

て

も
、

人

々

は

自
由
な

選
択
と
、

自

分
に

と
っ

て

意

味
あ
る

と

感
じ
る
、

さ

ま
ざ
ま
な

宗
教

的
活
動
を

行
う

。

今
回
の

大
災

害
に

お
い

て

も
、

多
く
の

宗
教
者

、

宗
教

団
体
が

活
発
な
支

援
活

動
を
展
開
し
た

。

し

か

し
そ
の

活

動
も

他
の

ヴ

ォ

ラ
ン

タ

リ

i
団
体
や

自

治
体
な
ど
の

活

動
と

質
的
に

同
じ

も
の

で

あ

り、

特
殊
宗
教
的
な
要

素
は
一

部
を
除
い

て

省
か

ざ
る

を

得
な

210（1044）
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い

こ

と

も
多．
い

。

　

現
代
世
界
は

宗
教
的

、

非
宗
教
的
な
も
の

の

質
的
な
差

異
が

な

く
な
る

世
界
に

な
っ

て

き
た
。

宗
教
お
よ

び

そ
の

集
団
も

、

テ

イ
ラ

ー

の

い

う

巨
日

穹
09

な

枠
組
み

に

合
致
す
る

感
覚
が

元
に
な
っ

て

い

く
必

要
が

あ
る

。

宗
教
は

世
俗

化
さ

れ
た

世

界
に
お

け
る

Φ
コ
o
冨
く
Φ

の
】

つ

と
な

っ

て

い

く
の

だ
ろ

う
か

。

パ

ー

ル

シ

ー

社
会
に

お

け
る

ナ

オ
ジ
ョ

テ
の

意
義

香
　
月

　
法

　
子

　

現
代
イ

ン

ド

の

ゾ

ロ

ア

ス

タ

ー

教
徒、

パ

ー

ル

シ

ー

に

お

け
る

入

信
式

ナ

オ

ジ
ョ

テ

は
、

儀
礼
前
の

浄
め
、

聖

職
者
に

よ

る

入

信
者
へ

の

聖
な
る

シ

ャ

ツ

の

ス

ド

ラ

と
聖
帯
ク

ス

テ

ィ

の

授
与、

そ

し

て

続
く

信
仰
告
白

、

祝
福
の

祈
疇、

及
び

儀
礼

後
の

会
食
に

よ
っ

て

構
成
さ
れ

て

い

る
。

こ

の

冖

連
の

儀
礼
に

よ
っ

て

ゾ
ロ

ア

ス

タ

i
教
の

エ

ッ

セ

ン

ス

が

学
べ

る

よ

う

に

な
っ

て

い

る
。

特
に

聖

職
者
と

入
信
者
が

共
に

ク

ス

テ

ィ

を

結
ぶ

所
作

は
、

ク

ス

テ

ィ

の

構
造
と
ク

ス

テ

ィ

の

祈
り
そ

れ

ぞ
れ
の

意

味
と
結
び
つ

き
、

無
駄
が
な
く

完
成
さ
れ

て

い

る
。

ま
た

ナ

オ

ジ
ョ

テ

に

は

家
族、

親

戚
に

限
ら

ず
友
人
、

知
入
も

参
加
し
、

パ

ー

ル

シ

ー
・

コ

ミ
ュ

ニ

テ

ィ

で

共
に

祝

う
た
め

、

参
会
者
は
一

般
的
に．
白
人
以
上

、

中
に

は
五

百
人
以
上

と
い

う
場
合
も
あ
る

。

こ

の

よ

う
に

現
代
の

ナ

オ
ジ
ョ

テ

は、

ゾ
ロ

ア

ス

タ

ー

教

徒
と
な
る

と
同
時
に

、

彼
ら
の

コ

ミ
ュ

ニ

テ

ィ

の

成

員
と

し
て

受

け

入
れ
ら
れ
る

た
め

の

儀

礼
で

も

あ
る

と
い

え
る

。

　
ナ

オ
ジ
ョ

テ

は
ど
の

よ

う
に

成
立
し

た
の

か
。

ま
ず
聖
紐
と

は
ゾ

ロ

ア

ス

タ

ー

以

前
の

ア

ー

リ

ア

人
に

と
っ

て、

ア

ー

リ

ア

人
の

、

ま
た

彼
ら

が

形
成
す
る

コ

ミ
ュ

ニ

テ

ィ

の

成

人
男
子
の

証
と
し
て

授

け
ら

れ

る

も
の

で

あ
っ

た

こ

と
、

そ

し
て

ゾ

ロ

ア

ス

タ

ー

が
、

こ

れ
を

男
女
共
通
の

ゾ

ロ

ア

ス

タ

ー

教
徒
の

証
と
し
て

採
用
し

た
の

だ
ろ

う
と
い

う
こ

と
で

あ
る

。

ま

た

教
徒
と
な
る

に

あ
た
っ

て

重

要
な
信

仰
告
白
は

、

サ
サ
ン

朝
以

前
に

は

兄
ら

れ

ず、

確
立
さ
れ
た
の

も
サ

サ

ン

朝
後
期
以

後
と
さ
れ
て

い

る
。

さ

ら

に

パ

ー

ル

シ

ー

の

間
で

ナ

オ

ジ

ョ

テ

と
い

う
言

葉
が

、

、
半
信
徒
の

人

信

式
を

指
す
よ

う
に

な
っ

た
の

は

十
五

世

紀
頃
と
さ
れ

て

い

る
。

サ
サ

ン

朝

滅
亡

後、

ゾ
ロ

ア

ス

タ

i
教
徒
に

関
す
る

歴
史
的

証．
言

は

少
な

く
、

ナ

オ

ジ
ョ

テ

の

成
立
過
程
に

も

分
か
ら
な
い

点
が

多
い

。

し
か
し
上

述
の

よ

う

な

研
究
成

果
を
鑑
み
れ
ば

、

ゾ
ロ

ア

ス

タ

ー

教
の

必
須

儀
礼
と

も
い

え
る

ナ

オ

ジ
ョ

テ

は、

ゾ
ロ

ア

ス

タ

ー

教
最
盛
期
で

は
な
く

、

サ
サ
ン

朝
衰
退

期
か

ら

そ

の

後
の

混
乱
期
に

か

け
て

発

展
し、

現

在
の

よ

う
な

形
に

確
立

さ

れ

た
と

考
え
ら

れ
る

。

つ

ま

り
単
に

入
信

式
と
い

う
だ
け
で

な

く
、

ゾ

ロ

ア

ス

タ

ー

教
へ

の

信
仰
心
が

揺
ら
ぐ

不
安
定
な

時
代
の

中
で

、

ゾ

ロ

ア

ス

タ

ー

教
を
絶
や

さ
ず
存
続
さ
せ

る

と

い

う
使
命

感
が

、

ナ

オ
ジ
ョ

テ

を

発

展
さ

せ

た
と
考
え
ら
れ
る

。

　

現
代
パ

ー

ル

シ

ー

に

と

っ

て、

パ

ー

ル

シ

ー

に

生
ま
れ
た
か
ら
に

は
、

ナ

オ

ジ
ョ

テ

を
受
け
な
い

な
ど
と

い

う
こ

と
は
考
え
ら
れ
な
い

こ

と
で

あ

る
。

そ

し
て

現
在

、

こ

の

ナ

オ
ジ

ョ

テ

を
巡
っ

て

世

界
中
の

パ

ー

ル

シ

ー

は

激
し
い

論
争
を
し
て

い

る
。

そ
れ
は

ゾ
ロ

ア

ス

タ

ー

教
徒
を

巡
る

定
義

に

関
わ
っ

て

い

る
。

こ

れ
ま
で

の

と
こ

ろ
パ

ー

ル

シ

ー

は、

こ

の

定
義
に

つ

い

て

統
一

見
解
を
出
し
た
り

す
る

こ

と
が
で

き

ず
に

い

る
。

そ
れ

故
、

彼
ら
は、

パ

ー

ル

シ

ー
・

コ

ミ
ュ

ニ

テ

ィ

内
だ
け
に

ナ

オ
ジ
ョ

テ

を

受
け

る

資
格
を

与
え
よ

う
と
す
る

グ
ル

ー

プ
と

、

コ

ミ
ュ

ニ

テ

ィ

外
に

も
そ

れ

（10・15）211

N 工工
一Eleotronio 　Library 　


