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１．

ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
も
の
と
し
て
の
「
宗
教
」
と

そ
の
脱
自
明
化

日
本
人
の
多
く
は
宗
教
に
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
イ
メ
ー
ジ
を
抱
い

て
い
る
。
近
年
、
宗
教
に
対
す
る
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
意
識
を
根
付

か
せ
た
出
来
事
と
し
て
、
一
九
九
五
年
の
オ
ウ
ム
真
理
教
が
引

き
起
こ
し
た
事
件
が
あ
る
。
こ
の
事
件
は
日
本
人
の
宗
教
に
対

す
る
無
自
覚
な
意
識
を
明
ら
か
に
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
も
の
と
し
て

意
識
化
さ
せ
る
こ
と
に
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
っ
た
。
さ
ら

に
二
〇
〇
一
年
の
九
・
一
一
同
時
多
発
テ
ロ
な
ど
、
宗
教
が
ネ

ガ
テ
ィ
ブ
に
想
起
さ
れ
る
事
件
が
相
次
い
で
起
こ
っ
た
。
こ
の

よ
う
な
状
況
の
な
か
で
は
個
々
人
が
「
宗
教
」
に
関
わ
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
を
積
極
的
に
表
明
す
る
こ
と
は
周
囲
の
人
間
か

ら
警
戒
さ
れ
る
と
い
う
意
識
ま
で
生
む
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
え

い
わ
れ
る
。
さ
ら
に
マ
ス
コ
ミ
の
宗
教
報
道
も
人
々
の
宗
教
へ

の
認
識
や
イ
メ
ー
ジ
形
成
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と

も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
宗
教
が
ら
み
の
事
件
報
道
も

「
胡
散
臭
い
」
宗
教
団
体
や
宗
教
者
と
い
う
先
入
見
を
も
っ
た
視

点
か
ら
報
じ
ら
れ
て
い
る
の
が
目
立
つ
。
信
仰
を
持
た
な
い
人

が
、
積
極
的
、
好
意
的
に
宗
教
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
材
料
は
極
め

現
代
社
会
に
お
け
る
宗
教
の
新
し
い
意
味

―
「
宗
教
」
概
念
の
脱
自
明
化
と
可
能
性

―

平
良
　
直
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て
少
な
い
状
況
で
あ
る
。
宗
教
学
者
が
ど
れ
ほ
ど
「
宗
教
」
に

つ
い
て
の
認
識
の
重
要
性
を
訴
え
て
も
そ
の
声
は
ネ
ガ
テ
ィ
ブ

な
言
説
に
か
き
消
さ
れ
て
き
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

（
１
）

こ
の
よ
う
な
「
宗
教
」
へ
の
理
解
が
乏
し
い
日
本
の
状
況
に

あ
っ
て
、
宗
教
学
者
の
責
任
は
い
や
ま
し
て
大
き
く
な
っ
て
き

て
い
る
が
、「
宗
教
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
に
あ
た
っ
て
の
問
題

を
抱
え
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
現
在
日
本
に
お
い
て
教
育

基
本
法
の
改
定
の
議
論
が
あ
ら
た
め
て
盛
ん
に
な
り
、
そ
れ
に

伴
っ
て
宗
教
教
育
の
導
入
の
必
要
性
を
説
く
声
が
多
く
な
っ
て

き
て
お
り
、
当
然
、
宗
教
学
の
意
見
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
宗
教
学
内
部
で
は
、
こ
の
「
宗
教
」
概
念
自
体
が
問
題

に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

近
年
、
様
々
な
学
問
的
な
概
念
が
近
代
と
い
う
枠
組
み
の
な

か
で
創
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
生
成
に
つ
い
て
反
省

す
る
こ
と
な
し
に
無
批
判
に
使
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い

う
こ
と
が
、
人
文
・
社
会
科
学
に
お
い
て
盛
ん
に
議
論
さ
れ
て

き
た
。
こ
れ
と
同
期
し
つ
つ
、「
宗
教
」
と
い
う
概
念
も
自
明
な

も
の
で
は
な
い
と
い
う
学
問
的
反
省
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

西
洋
キ
リ
ス
ト
教
社
会
を
モ
デ
ル
に
し
た
「
宗
教
」
概
念
そ
れ

自
体
が
揺
ら
ぎ
、
い
ま
や
自
明
の
も
の
と
し
て
語
れ
な
い
と
い

う
認
識
が
一
般
化
し
つ
つ
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
こ
の
概
念

の
揺
ら
ぎ
は
、
宗
教
が
完
全
に
は
定
義
で
き
な
い
も
の
だ
と
い

う
従
来
の
認
識
と
連
続
す
る
問
題
で
あ
る
が
、
事
態
は
も
っ
と

深
刻
で
、「
宗
教
」
と
い
う
言
葉
は
も
は
や
有
効
で
は
な
く
、
一

種
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
だ
と
す
る
一
部
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
宗
教
学

者
も
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。

「
宗
教
」
に
そ
れ
ほ
ど
深
い
認
識
が
な
い
と
さ
れ
る
日
本
の

一
般
の
人
々
に
対
し
て
、
こ
の
よ
う
な
込
み
入
っ
た
学
問
的
状

況
を
説
く
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。「
宗
教
」
概
念
が
歴

史
的
に
比
較
的
新
し
い
概
念
で
あ
り
、
実
は
学
者
が
こ
の
「
宗

教
」
と
い
う
概
念
構
築
の
言
説
の
主
体
だ
っ
た
の
だ
と
説
い
て

み
せ
て
も
、
学
問
を
生
業
と
し
な
い
人
た
ち
を
混
乱
さ
せ
て
し

ま
う
だ
け
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
も
は
や
こ
の

「
宗
教
」
概
念
の
非
自
明
化
を
無
視
し
て
し
ま
う
わ
け
に
は
い
か

な
い
こ
と
も
ま
た
明
白
で
あ
る
。
宗
教
学
者
や
宗
教
研
究
に
関

わ
る
も
の
に
と
っ
て
、「
宗
教
」
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
直
し
、
ど

の
よ
う
な
視
角
か
ら
探
究
し
て
い
く
か
を
模
索
す
る
こ
と
は
き

わ
め
て
重
要
な
課
題
で
あ
り
、
古
い
「
宗
教
」
概
念
が
ど
の
よ
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う
な
ゆ
が
ん
だ
認
識
を
も
た
ら
し
た
か
を
批
判
的
に
吟
味
し
つ

つ
、
ど
の
よ
う
な
「
宗
教
」
へ
の
新
た
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
可
能

な
の
か
を
探
究
し
て
い
く
こ
と
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

社
会
が
ま
す
ま
す
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
現
代
世
界
に
あ
っ
て
、

他
者
の
正
当
な
理
解
と
、
古
い
「
宗
教
」
概
念
か
ら
捨
象
さ
れ

て
き
た
現
代
社
会
に
お
け
る
人
間
の
宗
教
（
現
時
点
で
は
我
々
は

こ
の
言
葉
を
用
い
ざ
る
を
得
な
い
）
性
を
探
究
し
て
い
く
こ
と
は
、

現
代
社
会
を
生
き
る
人
間
の
様
々
な
面
で
の
可
能
性
の
探
究
に

も
つ
な
が
る
も
の
だ
と
考
え
る
。
ま
た
、
古
い
「
宗
教
」
概
念

が
西
洋
中
心
的
な
視
点
か
ら
構
築
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
非
西
洋
世
界
に
生
き
る
我
々
自
身
の
「
宗
教
」
を
、

我
々
の
観
点
か
ら
捉
え
な
お
す
契
機
と
も
な
る
だ
ろ
う
。
儒

教
・
仏
教
・
道
教
の
現
代
的
意
味
を
問
い
直
す
今
回
の
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
に
と
っ
て
も
「
宗
教
」
と
い
う
言
葉
を
ど
の
よ
う
に
了

解
す
る
立
場
か
ら
議
論
を
展
開
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
重
要
な

問
題
で
あ
る
と
考
え
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
「
宗
教
」

の
非
自
明
化
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
宗
教
概
念
を
め
ぐ
る
議

論
を
吟
味
し
た
う
え
で
、「
宗
教
」
の
非
自
明
化
と
い
う
隘
路
の

な
か
に
ど
の
よ
う
な
可
能
性
が
見
い
だ
せ
る
の
か
を
検
討
し
て

み
た
い
。２．

「
宗
教
」
を
同
定
す
る
類
型
と
準
拠
枠

１
）
宗
教
概
念
に
対
す
る
３
つ
の
類
型

宗
教
学
者
が
宗
教
を
研
究
す
る
こ
と
は
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
「
宗
教
と
は
な
に
か
」
と
い
う
こ
と
が

自
明
だ
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
こ
れ
ま
で
多
く
の
学
者

か
ら
様
々
な
宗
教
の
定
義
が
提
示
さ
れ
て
き
た
が
、
誰
も
が
納

得
し
、
広
く
定
着
し
て
い
る
定
義
は
存
在
し
な
い
。
宗
教
の
定

義
の
困
難
さ
は
今
や
周
知
の
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
で
は
、
宗

教
学
者
や
宗
教
研
究
者
は
宗
教
と
い
う
も
の
が
ど
う
い
う
も
の

か
を
措
定
で
き
な
い
の
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
。
ゲ
イ
リ

ー
・
エ
バ
ソ
ー
ル
（G

ary
E

bersole

）
に
よ
れ
ば
、
宗
教
学
者
た

ち
が
、
宗
教
と
い
う
「
定
義
不
能
な
事
柄
に
つ
い
て
の
膨
大
な

数
の
研
究
を
生
み
だ
し
つ
づ
け
て
い
る
」
の
は
、
宗
教
学
者
が

宗
教
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
枠
組
み
を

あ
ら
か
じ
め
持
っ
て
い
る
か
ら
可
能
な
の
だ
と
し
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
状
況
を
彼
は
、
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
に
関
す
る
裁
判
判

決
文
に
お
い
て
「
私
は
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
の
定
義
は
で
き
な
い
。
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し
か
し
、
私
は
そ
れ
を
み
る
と
そ
れ
だ
と
わ
か
る
」
と
書
い
た

ア
メ
リ
カ
最
高
裁
裁
判
官
の
言
葉
に
宗
教
学
者
た
ち
を
当
て
は

め
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
。
（
２
）

宗
教
は
定
義
で
き
な
く
て

も
そ
れ
を
見
れ
ば
宗
教
か
ど
う
か
が
わ
か
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
宗
教
学
者
や
宗
教
研
究
者
は
あ
ら
か
じ
め
宗
教
と

は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
い
う
こ
と
を
前
も
っ
て
知
っ
て
い
る

の
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

で
は
こ
の
場
合
の
宗
教
の
枠
組
み
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う

な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
エ
バ
ソ
ー
ル
に
よ
れ
ば
宗
教
に
対
す

る
宗
教
学
者
の
枠
組
み
に
は
次
の
よ
う
な
三
つ
の
類
型
が
あ
る

と
さ
れ
る
。

第
一
の
類
型
は
、「
宗
教
は
、
そ
れ
が
超
越
的
な
も
の
に
関
わ

る
も
の
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
ひ
と
つ
の
客
観
的
実
在
で

あ
る
」
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
立
場
は
、
エ
ミ
ー
ル
・
デ

ュ
ル
ケ
ー
ム
（E

m
ile

D
urkheim

）
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
立
場
で

あ
る
。
宗
教
を
社
会
的
現
実
、
も
し
く
は
「
事
実
」
と
し
て
把

握
し
、
社
会
―
歴
史
的
分
析
を
行
う
立
場
で
あ
る
。
こ
の
立
場

の
学
者
の
多
く
は
、
人
間
は
本
有
的
に
宗
教
的
で
あ
り
、
宗
教

が
人
間
性
の
不
変
の
特
性
で
あ
る
と
す
る
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
基
本

的
な
立
場
を
共
有
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。

第
二
の
類
型
は
、
宗
教
は
、
本
質
的
に
固
有
で
還
元
不
能
な

主
観
的
な
存
在
様
式
で
あ
り
、
超
越
的
な
る
も
の
、
あ
る
い
は

「
全
き
他
者
」
に
対
す
る
根
本
的
感
情
の
反
応
で
あ
る
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
こ
の
立
場
は
、「
宗
教
の
本
質
は
人
間
の
身
体
に
お

い
て
、
神
聖
な
る
も
の
、
あ
る
い
は
全
き
他
者
に
対
す
る
質
的

に
明
確
に
異
な
る
反
応
と
い
う
形
で
見
い
だ
さ
れ
る
」
と
主
張

す
る
立
場
で
あ
り
、
い
わ
ば
宗
教
体
験
を
中
心
に
し
た
宗
教
の

把
握
で
あ
る
。
こ
の
立
場
は
ヨ
ワ
キ
ム
・
ワ
ッ
ハ
（Jow

achim

W
ach

）
な
ど
の
立
場
を
基
礎
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
宗
教
体
験

以
外
の
も
の
を
副
次
的
現
象
と
み
な
し
、
聖
な
る
も
の
の
経
験

を
独
自
の
も
の
（sui

generis

）、
他
の
も
の
に
還
元
不
能
な
も
の

と
す
る
立
場
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
は
、
宗
教
経
験
と
は

時
間
と
空
間
を
超
え
て
変
わ
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
す
る
。

第
三
の
類
型
は
、「
宗
教
と
は
、
学
者
が
構
築
し
た
言
説
上
の

カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
り
、
学
問
の
人
為
的
所
産
で
あ
る
」
と
す
る

も
の
で
あ
る
。
こ
の
立
場
は
上
記
二
つ
の
立
場
か
ら
も
っ
と
も

距
離
の
あ
る
立
場
で
あ
り
、
冒
頭
で
述
べ
た
「
宗
教
」
概
念
を

批
判
的
に
再
検
討
す
る
契
機
と
な
っ
た
立
場
で
あ
る
。
こ
の
立
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場
か
ら
は
、「
宗
教
」
と
は
単
に
研
究
者
の
研
究
上
の
分
析
目
的

の
た
め
の
枠
組
み
に
す
ぎ
な
く
な
る
。「
宗
教
」
と
は
、
比
較
と

一
般
化
を
導
き
出
す
た
め
の
ツ
ー
ル
と
し
て
、
学
者
の
イ
マ
ジ

ネ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
創
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
立

場
で
あ
る
。

（
３
）

そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
は
個
々
の
研
究
者
の
立
場
に
よ
っ
て
は
他

の
立
場
と
重
な
っ
た
り
共
有
さ
れ
た
り
す
る
部
分
も
あ
り
、
そ

れ
ぞ
れ
が
排
他
的
だ
と
い
う
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
第
一
と

第
二
の
立
場
で
は
社
会
実
在
論
と
宗
教
経
験
を
基
本
と
し
な
が

ら
、
人
間
を
本
有
的
に
宗
教
的
な
存
在
と
す
る
立
場
で
あ
る
と

見
な
す
点
で
は
共
通
し
て
い
る
。
ま
た
、
第
一
の
立
場
の
な
か

に
は
当
然
、
社
会
を
軸
に
し
な
が
ら
社
会
現
象
（
も
し
く
は
社
会

学
的
対
象
）
と
し
て
宗
教
を
分
析
す
る
立
場
も
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
立
場
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
社
会
実
在
論
的
な
視
点
か
ら
社

会
の
聖
性
を
問
題
に
し
な
く
て
も
社
会
現
象
と
し
て
宗
教
が
存

在
す
る
の
は
自
明
の
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

あ
る
現
象
が
宗
教
で
あ
る
か
そ
う
で
な
い
か
は
、
研
究
者
は

そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
と
い
う
も
の
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
枠
組
み

を
前
提
に
す
る
立
場
か
ら
宗
教
か
宗
教
で
な
い
か
を
判
断
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
教
会
や
教
団
組
織
や
制
度
、
象
徴

物
や
超
越
的
な
る
も
の
へ
の
礼
拝
や
そ
の
対
象
、
儀
礼
や
教
義
、

日
常
的
行
動
と
非
日
常
的
祝
祭
な
ど
、
社
会
的
事
象
や
人
間
の

経
験
の
次
元
が
聖
な
る
も
の
と
関
わ
り
な
が
ら
存
在
す
る
様
々

な
変
数
と
な
る
事
柄
を
通
し
て
、
そ
れ
ら
が
宗
教
的
で
あ
る
か

ど
う
か
が
判
断
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
三
の
立
場
に
つ
い
て
は
後
に
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
、
第

一
と
第
二
の
立
場
に
お
け
る
「
宗
教
」
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ

の
基
本
的
な
立
場
の
違
い
が
も
た
ら
し
た
対
立
に
つ
い
て
簡
潔

に
一
瞥
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、「
宗
教
」
を
め

ぐ
る
ど
の
よ
う
な
宗
教
学
の
状
況
が
存
在
し
、
そ
こ
か
ら
ど
の

よ
う
に
第
三
の
立
場
が
生
じ
、「
宗
教
」
が
非
自
明
化
す
る
に
い

た
っ
た
か
の
一
端
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

２
）
反
還
元
主
義
と
実
証
主
義
の
反
撃

第
二
の
立
場
を
代
表
す
る
宗
教
学
者
の
一
人
が
ミ
ル
チ
ャ
・

エ
リ
ア
ー
デ
（M

ircea
E

liade

）
で
あ
る
。
彼
は
宗
教
を
そ
れ
固
有

の
も
の
と
し
て
他
に
還
元
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
し
た
。「
現

象
を
創
り
出
す
の
は
尺
度
で
あ
る
」
と
し
、
宗
教
と
は
そ
れ
自
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体
の
尺
度
に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
宗
教
現
象
を
、

生
理
学
、
心
理
学
、
社
会
学
、
経
済
学
、
芸
術
な
ど
の
領
域
に

還
元
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
宗
教
現
象
の
独
自
の
も
の
、
他
に

還
元
で
き
な
い
も
の
、
す
な
わ
ち
聖
性
を
逃
し
て
し
ま
う
こ
と

で
あ
る
と
し
た
。
た
し
か
に
純
粋
な
宗
教
現
象
と
い
う
も
の
は

な
く
、
た
だ
た
だ
宗
教
的
で
あ
る
と
い
う
現
象
は
な
い
。
宗
教

は
人
間
的
事
象
で
あ
る
ゆ
え
社
会
的
事
象
、
言
語
学
的
事
象
、

ま
た
経
済
学
的
事
象
で
も
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
宗
教
以
外
の

事
象
に
宗
教
を
還
元
す
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ

る
。
（
４
）宗

教
を
宗
教
以
外
の
要
素
で
説
明
し
よ
う
と
す
る
還
元
論
的

立
場
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
っ
た
エ
リ
ア
ー
デ
に
対
し
て
、
社

会
科
学
的
な
実
証
主
義
の
立
場
か
ら
反
論
が
行
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
実
証
主
義
者
た
ち
は
、
還
元
論
を
論
難
す
る
エ
リ
ア

ー
デ
に
代
表
さ
れ
る
立
場
を
宗
教
擁
護
論
者
（religionist

）
と
呼

び
、
批
判
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
反
論
は
、
エ
リ
ア
ー
デ
は
学

問
的
な
「
説
明
」
を
還
元
と
混
同
し
て
い
る
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
さ
ら
に
、
エ
リ
ア
ー
デ
の
よ
う
な
反
還
元
主
義
者
こ
そ
、

自
ら
の
宗
教
的
信
条
か
ら
対
象
を
記
述
し
、
自
己
の
宗
教
的
信

条
と
も
い
え
る
宗
教
の
実
体
的
把
握
を
対
象
へ
押
し
つ
け
る
還

元
主
義
だ
と
批
判
し
た
。
ま
た
エ
リ
ア
ー
デ
の
反
還
元
主
義
の

批
判
者
で
あ
っ
た
ロ
バ
ー
ト
・
シ
ー
ガ
ル
は
次
の
よ
う
な
問
い

を
提
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
還
元
が
不
能
な
宗
教
的
「
本

質
」
と
い
う
も
の
は
果
た
し
て
存
在
す
る
の
か
。
ま
た
宗
教
が

社
会
・
文
化
的
な
人
間
存
在
の
構
成
物
の
一
つ
だ
と
し
た
ら
、

社
会
、
文
化
、
宗
教
を
ど
の
よ
う
に
記
述
し
、
説
明
し
、
そ
れ

ぞ
れ
を
ど
の
よ
う
に
同
定
す
る
べ
き
か
。
さ
ら
に
、
宗
教
研
究

は
他
の
学
問
と
は
異
な
っ
た
学
問
的
方
法
論
が
存
在
す
る
の
か
。

研
究
者
が
宗
教
的
で
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
の
か
と
い
っ
た
問

い
を
投
げ
か
け
た
。
（
５
）

こ
の
よ
う
な
問
い
に
対
し
て
エ
リ
ア
ー
デ

や
米
国
で
宗
教
学
の
拠
点
を
形
成
し
た
シ
カ
ゴ
学
派
の
宗
教
学

者
た
ち
か
ら
の
反
論
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

相
手
に
し
な
い
と
い
っ
た
状
況
で
あ
っ
た
と
も
受
け
取
れ
る
ほ

ど
で
あ
っ
た
。
実
証
主
義
者
た
ち
の
反
論
に
は
、
還
元
主
義
者

に
は
宗
教
の
「
本
質
的
な
」
意
味
は
語
れ
な
い
の
だ
と
す
る
批

判
に
対
し
て
、
や
や
感
情
的
と
も
い
え
る
反
応
が
読
み
取
れ
る

ほ
ど
で
あ
る
。
当
時
の
議
論
か
ら
、
エ
リ
ア
ー
デ
に
代
表
さ
れ

る
シ
カ
ゴ
学
派
の
宗
教
学
が
隆
盛
だ
っ
た
時
代
の
い
わ
ゆ
る
還
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元
主
義
者
と
批
判
さ
れ
て
い
た
実
証
主
義
者
た
ち
の
い
ら
だ
ち

さ
え
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
宗
教
研
究
に
お
け
る
第
一
の
立
場
と
第
二
の
立

場
の
緊
張
は
、
第
三
の
立
場
に
よ
っ
て
エ
リ
ア
ー
デ
的
な
宗
教

研
究
を
宗
教
の
本
質
主
義
的
研
究
と
し
て
位
置
づ
け
る
流
れ
の

な
か
に
引
き
継
が
れ
る
よ
う
に
な
り
、
近
年
で
は
、
そ
の
是
非

は
と
も
か
く
と
し
て
、
エ
リ
ア
ー
デ
流
の
宗
教
研
究
の
立
場
は

も
は
や
古
典
で
あ
る
と
す
る
主
張
が
聞
か
れ
る
。
こ
の
よ
う
な

流
れ
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
宗
教
学
以
外
の
多
く
の
人

文
・
社
会
科
学
の
近
代
的
知
の
反
省
の
潮
流
と
同
期
し
て
お
り
、

単
線
的
で
は
な
い
。
と
も
あ
れ
、
第
二
の
立
場
は
宗
教
の
本
質

主
義
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
認
識
さ
れ
、
研
究
者
の
宗
教
性

が
投
影
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
宗
教
研
究
の
言
説

が
「
宗
教
」
を
創
り
出
し
て
い
く
の
だ
と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

３
）「
宗
教
」
概
念
の
言
説
批
判

第
三
の
立
場
を
代
表
す
る
の
は
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ス
ミ
ス

（Jonathan
S

m
ith

）
に
よ
っ
てIm

agining
R

eligion

（
一
九
八
二
）

で
述
べ
ら
れ
た
次
の
よ
う
な
主
張
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
に
よ
れ
ば
、

わ
れ
わ
れ
が
「
考
古
学
的
原
文
の
記
録
を
正
確
に
理
解
し
て
い

る
と
す
れ
ば
、
人
間
は
、
神
々
や
、
神
々
と
交
流
す
る
あ
り
方

が
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
を
想
像
す
る
全
体
的
な
歴
史
を
持
っ

て
い
た
」
と
思
え
る
が
、
西
洋
人
は
、
こ
の
数
世
紀
に
お
い
て

「religion

を
想
像
（
空
想
）
し
て
き
た
だ
け
で
あ
る
」
と
す
る
。

す
な
わ
ち
、
宗
教
研
究
者
の
中
心
的
な
関
心
事
で
あ
る
思
弁
的

な
想
像
は
、
ど
れ
も
副
次
的
な
行
為
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
の
で

あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
あ
る
文
化
に
お
い
て
、
お
び
た
だ
し
い

数
の
デ
ー
タ
、
現
象
、
人
間
の
体
験
と
表
現
が
、
あ
る
基
準
に

よ
っ
て
宗
教
的
な
る
も
の
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
宗
教religion

に
対
す
る
デ
ー
タ
は
存
在
せ
ず
、

そ
れ
は
単
に
学
者
の
研
究
の
創
造
物
で
し
か
な
い
と
し
て
い
る
。

ス
ミ
ス
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
宗
教
は
学
問
か
ら
は
な
れ
て
固
有

な
も
の
と
し
て
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ゆ
え
に
、
宗
教
の

研
究
者
、
と
く
に
宗
教
学
者
は
、
こ
の
こ
と
に
意
識
的
で
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
意
識
こ
そ
が
、
最
も
重
要
な
研
究
の
対
象

を
構
成
す
る
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
（
６
）

ス
ミ
ス
の
こ
の
よ
う
な
、「
宗
教
」
が
学
者
の
想
像
（
創
造
）
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で
あ
る
と
す
る
主
張
は
ラ
ッ
セ
ル
・
マ
ッ
カ
ッ
チ
ョ
ン
（R

ussell

M
cC

utcheon

）
に
よ
る
宗
教
擁
護
論
者
（religionist

）
批
判
に
引

き
継
が
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
（
７
）

九
〇
年
代
に
は
い
っ
て
、
エ

リ
ア
ー
デ
流
の
宗
教
学
が
古
典
の
領
域
へ
と
追
い
や
ら
れ
つ
つ

あ
る
な
か
、
エ
リ
ア
ー
デ
宗
教
学
の
言
説
の
政
治
性
も
批
判
の

対
象
と
な
っ
て
く
る
。
マ
ッ
カ
ッ
チ
ョ
ン
に
よ
れ
ば
、「
以
前
の

世
代
の
学
者
が
透
明
で
自
明
で
あ
る
と
受
け
取
っ
て
い
た
も
の
」

は
、「
時
間
を
か
け
て
作
ら
れ
た
道
具
、
歴
史
を
も
つ
道
具
」
で

あ
り
、「
そ
う
し
た
道
具
は
、
理
論
的
で
、
さ
ら
に
は
政
治
的
で

さ
え
あ
る
負
荷
を
と
も
な
っ
て
、
人
間
行
動
を
分
類
し
、
仕
分

け
し
、
分
析
す
る
の
に
用
い
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
」
と
さ
れ

る
。
（
８
）

彼
は
、「
宗
教
」
概
念
は
宗
教
研
究
者
（
実
証
主
義
的
な
宗
教

研
究
者
で
あ
っ
て
も
）
が
、「
宗
教
」
に
固
有
の
存
在
論
を
負
わ
せ

て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
、「
宗
教
」
と
い
う
語
を
使
わ
な
い
ほ
う

が
よ
い
と
ま
で
言
い
切
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
９
）

３．

日
本
の
宗
教
学
に
お
け
る
宗
教
論
の
現
状

―
近
年
の
研
究
成
果
よ
り

こ
の
よ
う
な
「
宗
教
」
概
念
を
め
ぐ
る
欧
米
の
研
究
動
向
を

う
け
て
、
日
本
の
宗
教
学
者
た
ち
も
「
宗
教
」
概
念
の
再
検
討

が
急
務
の
課
題
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
九
〇
年
代
後
半
か
ら
高

ま
っ
て
き
た
。
宗
教
学
会
の
学
術
大
会
に
お
い
て
も
「
宗
教
」

概
念
を
め
ぐ
る
パ
ネ
ル
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
頻
繁
に
組
ま
れ
る

よ
う
に
な
り
だ
し
た
の
も
こ
の
こ
ろ
で
あ
る
。

（
10
）

日
本
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
各
研
究
者
の

成
果
を
も
と
に
、
日
本
の
比
較
的
若
い
主
要
な
宗
教
学
者
た
ち

に
よ
っ
て
「
宗
教
」
概
念
を
再
検
討
す
る
二
種
類
の
研
究
書
が

ま
と
め
ら
れ
た
。
一
つ
は
『〈
宗
教
〉
再
考
』（
二
〇
〇
四
年
）
で

あ
り
、
も
う
一
つ
は
日
本
を
代
表
す
る
出
版
社
の
一
つ
で
あ
る

岩
波
書
店
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
岩
波
講
座
　
宗
教
』
全
十
巻
（
二

〇
〇
三
年
〜
二
〇
〇
四
年
）
で
あ
る
。
前
者
は
文
字
通
り
「
宗
教
」

概
念
の
再
検
討
が
主
題
で
あ
り
、
本
稿
で
述
べ
た
「
宗
教
」
概

念
に
関
す
る
欧
米
で
の
議
論
が
論
者
の
立
場
か
ら
詳
し
く
論
じ

ら
れ
て
い
る
。
後
者
は
全
て
が
宗
教
概
念
の
再
検
討
を
テ
ー
マ

と
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
編
集
方
針
と
し
て
「
宗
教
」
と
い

う
領
域
が
確
固
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
前
提
に
は
立
た

な
い
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
後
者
も
ま
た
、

現
在
の
日
本
の
宗
教
学
者
た
ち
が
「
宗
教
」
概
念
の
非
自
明
化
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と
い
う
事
態
を
う
け
て
書
か
れ
た
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
二
種
類
の
研
究
成
果
は
欧
米
の
議
論
を
う
け
て
日
本
の
宗

教
学
が
ど
の
よ
う
に
応
答
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
と
、
日

本
の
現
在
の
宗
教
学
の
状
況
を
知
る
の
に
格
好
の
資
料
で
も
あ

る
。そ

の
内
容
は
欧
米
で
の
「
宗
教
」
概
念
の
形
成
過
程
を
詳
細

に
た
ど
り
な
が
ら
近
代
啓
蒙
主
義
の
申
し
子
で
あ
る
と
さ
れ
る

宗
教
学
の
学
的
特
質
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
う
え
で
、
日
本
の

宗
教
史
あ
る
い
は
宗
教
研
究
史
の
う
え
で
「
宗
教
」
概
念
の
受

容
・
形
成
を
検
討
し
た
成
果
、
も
し
く
は
宗
教
の
非
自
明
化
と

い
う
立
場
か
ら
ど
の
よ
う
に
対
象
化
で
き
る
か
が
模
索
さ
れ
て

い
る
。

し
ば
し
ば
日
本
の
宗
教
学
は
独
自
の
学
問
的
土
壌
が
あ
る
こ

と
が
指
摘
さ
れ
る
が
、
他
の
分
野
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
欧
米

の
研
究
動
向
や
方
法
論
に
関
す
る
議
論
を
一
方
的
に
受
け
入
れ

て
き
た
嫌
い
が
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
回
の
「
宗
教
」

概
念
の
再
検
討
に
お
け
る
両
編
集
の
成
果
を
見
る
と
、
こ
れ
か

ら
の
宗
教
学
の
展
開
や
こ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
宗
教
へ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
の
可
能
性
を
予
見
さ
せ
る
も
の
が
い
く
つ
か
存
在
す
る
。

た
と
え
ば
日
本
の
新
宗
教
教
団
（
こ
の
研
究
で
は
天
理
教
が
事
例

と
な
っ
て
い
る
）
が
自
ら
を
「
宗
教
」
と
し
て
存
在
し
て
い
る
も

の
と
し
て
の
自
己
理
解
が
定
着
す
る
以
前
に
、
信
者
に
と
っ
て

教
団
そ
の
も
の
を
指
す
言
葉
と
し
て
用
い
て
い
た
「
お
道
」
と

い
う
言
葉
に
着
目
し
、「
お
道
」
と
し
て
語
ら
れ
る
信
仰
実
践
の

世
界
の
特
徴
と
天
理
教
教
団
と
し
て
近
代
の
「
宗
教
」
概
念
に

よ
っ
て
捉
え
ら
れ
た
後
と
の
そ
の
特
徴
の
差
異
を
読
み
解
こ
う

と
し
て
い
る
。

（
11
）

こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
意
識
が
グ
ロ
ー

バ
ル
化
し
た
現
代
の
宗
教
意
識
と
そ
れ
以
前
の
信
仰
実
践
と
の

間
で
、
ど
の
よ
う
な
部
分
が
通
底
し
、
何
が
異
な
る
の
か
を
明

ら
か
に
す
る
う
え
で
重
要
で
あ
る
。

も
う
一
つ
あ
げ
る
と
す
れ
ば
、『
講
座
　
宗
教
』
第
六
巻
の

「
絆
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
も
と
に
様
々
な
角
度
か
ら
の
研
究
成
果

が
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
書
も
ま
た
、
も
は
や
自
明

の
本
質
的
実
体
と
し
て
と
ら
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
「
宗
教
」

と
い
う
言
葉
を
用
い
ず
に
、
ど
の
よ
う
に
事
象
に
ア
プ
ロ
ー
チ

が
可
能
か
と
い
う
こ
と
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。「
絆
」
と
い
う
言

葉
を
テ
ー
マ
と
し
て
村
落
共
同
体
、
近
代
在
家
仏
教
、
災
害
時

の
宗
教
の
救
済
運
動
な
ど
多
様
な
事
象
に
ア
プ
ロ
ー
チ
が
な
さ
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れ
て
い
る
。
編
者
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、

「
現
代
の
新
た
な
絆
の
構
築
に
注
目
す
る
な
か
で
、
こ
れ
ま
で

「
宗
教
」
と
呼
ば
れ
て
こ
な
か
っ
た
事
象
に
、
何
ら
か
の
宗
教
性

の
影
を
問
い
直
す
試
み
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
、
世
俗

的
だ
と
さ
れ
て
き
た
催
し
な
ど
に
お
け
る
集
団
の
沸
騰
や
近
代

化
し
た
様
式
の
な
か
で
生
き
る
家
族
の
絆
に
み
る
宗
教
的
次
元

を
問
い
直
す
こ
と
の
可
能
性
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
同
時

に
、
こ
の
よ
う
な
「
絆
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
か
ら
、
人
間
の

結
び
つ
き
が
人
間
を
「
拘
束
」
す
る
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
に
機
能
す

る
側
面
が
あ
る
こ
と
が
宗
教
学
の
研
究
成
果
を
も
と
に
論
じ
ら

れ
て
い
る
。

（
12
）

こ
の
よ
う
な
「
宗
教
」
を
非
自
明
な
も
の
、
実
体
的
に
捉
え

な
い
立
場
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
見
え
て
く
る
こ
と
は
少
な

く
な
い
。
様
々
な
近
代
の
概
念
が
非
自
明
化
し
た
も
の
と
し
て

そ
の
概
念
の
縛
り
を
は
ず
す
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
と
い
う

観
点
か
ら
す
れ
ば
、「
世
俗
的
な
る
も
の
」
と
従
来
カ
テ
ゴ
ラ
イ

ズ
さ
れ
て
き
た
領
域
も
ま
た
実
は
「
宗
教
」
概
念
と
同
様
に
歴

史
的
に
構
築
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
宗
教
学

が
主
要
な
対
象
と
し
て
こ
な
か
っ
た
こ
の
よ
う
な
領
域
が
実
は

宗
教
学
が
対
象
に
す
べ
き
も
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
宗
教
学
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
人
間
存
在
を
宗
教

的
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
立
場
で
あ
れ
、
社
会
的
な
存
在
で
あ

る
と
す
る
立
場
か
ら
で
あ
れ
、
ど
の
よ
う
な
局
面
に
ア
プ
ロ
ー

チ
す
る
場
合
で
も
、
人
間
や
社
会
の
「
宗
教
」
的
側
面
を
問
う

こ
と
が
役
割
と
し
て
課
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
問
う
立
場
か
ら

は
離
れ
て
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
概
念
が
非
自

明
化
し
た
と
は
い
え
、「
宗
教
」
現
象
だ
と
さ
れ
て
き
た
人
間
的

事
象
が
存
在
し
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。「
宗
教
」
概
念
が

非
自
明
化
し
た
今
で
も
、
事
象
へ
の
接
近
は
こ
れ
ま
で
の
「
宗

教
」
へ
の
分
析
や
解
釈
を
踏
ま
え
た
う
え
で
行
わ
ざ
る
を
得
な

い
の
で
は
な
い
か
。

４．
「
宗
教
」
の
脱
自
明
化
か
ら

新
た
な
人
間
像
の
探
究
へ

ラ
ッ
セ
ル
・
マ
ッ
カ
ッ
チ
ョ
ン
が
主
張
す
る
よ
う
に
果
た
し

て
「
宗
教
」
と
い
う
言
葉
は
も
は
や
有
効
で
は
な
い
の
か
。
こ

の
言
葉
を
使
わ
ず
し
て
い
わ
ゆ
る
宗
教
的
な
事
象
に
ど
の
よ
う

に
ア
プ
ロ
ー
チ
が
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
も
と
よ
り
、
上
述
し
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た
よ
う
に
「
宗
教
」
概
念
の
非
自
明
化
を
う
け
て
宗
教
以
外
の

キ
ー
タ
ー
ム
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
そ

の
有
効
性
は
先
ほ
ど
確
認
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
基
底
に
は
す
で
に
宗
教
研
究

者
が
こ
れ
ま
で
蓄
積
し
て
き
た
事
柄
や
、
具
体
的
に
こ
れ
ま
で

「
宗
教
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
把
握
さ
れ
て
き
た
具
体
的
な
現

象
が
あ
る
。
宗
教
概
念
を
め
ぐ
る
論
争
は
、
概
念
を
構
築
し
て

き
た
研
究
者
の
政
治
性
や
知
の
権
威
な
ど
の
批
判
か
ら
生
じ
た

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
批
判
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と

は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る

よ
う
に
、「
歴
史
」
や
「
民
俗
」、「
経
済
」
や
「
心
理
」
と
い
っ

た
概
念
が
近
代
の
学
を
成
立
さ
せ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
が
、
そ
の
状
況
と
並
べ
て
み
て
、
宗
教
学
が
独
自
の
問
題
を

抱
え
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
宗
教
学
が
存
続
不
能
だ
と
す
れ
ば
、

他
の
諸
学
も
成
立
し
な
く
な
る
。
ト
ー
タ
ル
に
は
こ
の
種
の
問

題
は
近
代
が
抱
え
る
問
題
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
宗
教
学

は
啓
蒙
主
義
の
申
し
子
で
あ
る
と
い
う
性
格
を
も
つ
反
面
、
近

代
批
判
の
学
と
し
て
標
榜
さ
れ
て
き
た
側
面
も
有
す
る
の
で
あ

る
。

宗
教
の
非
自
明
化
を
意
識
化
し
、
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
っ
た

視
角
か
ら
事
象
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
の
可
能
性
と
意
義
に

つ
い
て
触
れ
た
が
、
筆
者
が
具
体
的
に
研
究
を
進
め
る
事
例
に

も
、「
宗
教
」
を
非
自
明
化
し
て
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
従
来
の
宗
教
学
的
な
「
宗
教
」
の
探
究
か
ら
は
見
え
て
こ
な

い
側
面
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
も
の
が
あ
る
。

筆
者
は
現
在
、
沖
縄
に
お
け
る
宗
教
的
聖
地
が
観
光
化
に
よ

っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
の
変
容
が
も
た
ら
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
か
と
い
う
研
究
を
進
め
て
い
る
。
沖
縄
で
は
本
土
復
帰
後
、

経
済
的
な
自
立
と
生
き
残
り
を
か
け
た
観
光
化
が
進
め
ら
れ
て

き
た
。
そ
の
過
程
で
、
聖
な
る
場
所
が
観
光
資
本
と
し
て
利
用

さ
れ
る
な
か
で
沖
縄
人
の
沖
縄
意
識
や
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
の
構
築
が
な
さ
れ
て
き
て
い
る
。
か
つ
て
の
琉
球
王
朝
の

中
心
で
あ
っ
た
首
里
城
が
九
二
年
に
復
元
さ
れ
、
二
〇
〇
〇
年

に
は
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
、
沖
縄
意
識
の
高
揚
に
大
き
な
役

割
を
果
た
し
て
い
る
。
首
里
城
な
ど
建
造
物
の
復
元
に
よ
る
文

化
の
視
覚
化
は
儀
礼
や
伝
統
の
視
覚
化
を
要
請
し
、
近
年
で
は

首
里
城
を
中
心
と
し
て
様
々
な
儀
礼
が
復
興
・
再
現
・
創
出
さ
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れ
る
よ
う
に
な
り
、
か
つ
て
の
首
里
城
の
聖
地
と
し
て
の
宗
教

的
中
心
性
を
復
活
さ
せ
る
に
至
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
文
化
遺
産
の
復
興
は
行
政
が
主
体
的
に
行
う
も

の
で
あ
る
が
、
多
く
の
部
分
で
様
々
な
分
野
の
専
門
的
な
知
識

人
の
関
わ
り
が
必
要
に
な
る
。
歴
史
家
な
ど
が
考
証
に
深
く
関

わ
る
こ
と
も
多
い
。
そ
の
よ
う
な
知
識
人
が
沖
縄
人
の
民
族
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
宣
揚
す
る
た
め
に
積
極
的
に
文
化
復
興
へ

関
与
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
例
は
そ

れ
ほ
ど
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
か
つ
て

の
宗
教
儀
礼
や
建
築
物
、
ま
た
は
宗
教
的
祭
壇
な
ど
を
復
元
・

復
興
し
よ
う
と
す
る
精
神
的
動
機
に
は
自
民
族
の
誇
り
や
自
己

の
実
存
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
見
い
だ
せ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
文
化
復
興
を
担
う
知
識
人
の
動
向
に
宗
教
的
要
素

を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。

単
に
沖
縄
と
い
う
特
殊
な
地
域
に
お
け
る
伝
統
文
化
の
復
興
・

再
興
や
伝
統
の
創
発
と
い
っ
た
事
柄
を
超
え
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル

化
し
た
世
界
に
生
き
る
現
代
人
の
「
宗
教
性
」
を
読
み
解
く
糸

口
に
も
な
る
と
考
え
る
。

こ
の
よ
う
な
事
例
は
知
識
人
の
も
つ
政
治
的
な
側
面
も
浮
か

び
上
が
ら
せ
る
。
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
知
を
も
と
に
聖
地
の
管

理
・
専
有
と
つ
な
が
る
権
威
を
獲
得
す
る
こ
と
も
あ
る
の
で
あ

る
。
こ
の
事
例
を
こ
れ
以
上
詳
述
す
る
紙
幅
の
ゆ
と
り
は
な
い

が
、
こ
の
よ
う
な
知
識
人
の
も
つ
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
は
近
代
的
状
況

が
可
能
に
し
た
状
況
で
あ
る
。
彼
ら
の
宗
教
的
表
象
と
の
関
わ

り
の
な
か
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
権
威
や
力
の
せ
め
ぎ
合
い
が
あ
り
、

宗
教
的
表
象
を
め
ぐ
る
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
が
展
開
さ
れ
る
。
そ
こ

に
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
な
状
況
が
み
と
め
ら
れ
る
反
面
、
彼
ら
自
身

が
宗
教
的
表
象
に
関
わ
る
態
度
の
基
底
に
は
、
自
文
化
の
誇
り

を
取
り
戻
そ
う
と
い
う
詩
学
（
ポ
エ
テ
ィ
ク
ス
）
が
あ
り
、
彼
ら

の
動
向
が
第
三
者
か
ら
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
と
み
ら
れ
て
も
、
彼
ら

自
身
は
み
ず
か
ら
の
ポ
エ
テ
ィ
ク
ス
に
し
た
が
っ
て
聖
地
や
表

象
に
関
わ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
詩
学
の
な
か
に
宗
教
性
を
読
み

取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
解
釈
は
す
で
に
対
象
の
「
宗
教
」
性
を
措
定
し

た
う
え
で
分
析
・
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
批
判
が
予
想

さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
知
識
人
の
こ
の
よ
う
な
状
況
を
批

判
し
た
の
が
「
宗
教
」
概
念
の
非
自
明
化
と
い
う
こ
と
で
は
な

か
っ
た
か
。
こ
の
沖
縄
の
事
例
か
ら
宗
教
学
に
お
け
る
「
宗
教
」
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概
念
の
非
自
明
化
と
い
う
問
題
を
見
る
と
き
、
エ
リ
ア
ー
デ
な

ど
が
「
宗
教
」
概
念
を
構
築
し
た
と
い
う
状
況
と
パ
ラ
レ
ル
な

構
図
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

（
13
）
「
宗
教
」
の
脱
自

明
化
と
宗
教
の
新
し
い
意
味
と
可
能
性
の
探
究
は
、
新
た
な
人

間
像
の
探
究
と
い
う
側
面
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ

る
。「

宗
教
」
の
非
自
明
化
と
い
う
事
態
が
、
先
行
す
る
学
の
歴

史
性
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
へ
の
素
朴
な
批
判
を
脱
し
て
新
し
い

人
間
像
の
探
究
に
向
か
う
と
す
れ
ば
、
人
間
存
在
と
い
う
も
の

が
や
は
り
宗
教
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
と
い

う
認
識
に
い
た
る
可
能
性
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
主
張
に
も
や

は
り
批
判
は
あ
る
だ
ろ
う
。
新
た
な
「
人
間
像
の
探
究
」
と
い

う
前
提
も
ま
た
本
質
主
義
的
な
態
度
で
あ
る
と
。
し
か
し
、
先

に
あ
げ
た
知
識
人
の
行
動
と
意
識
に
お
け
る
詩
学
と
政
治
学
の

関
係
は
反
転
さ
せ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
を

読
み
取
ろ
う
と
す
る
宗
教
学
者
の
営
為
が
第
三
者
に
は
ポ
エ
テ

ィ
ク
ス
と
し
て
読
み
取
り
が
可
能
と
な
る
こ
と
も
十
分
あ
り
得

る
の
で
あ
る
。
人
間
の
宗
教
性
を
ま
っ
た
く
認
め
な
い
立
場
か

ら
人
間
的
現
象
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
学
問

的
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
学
問
的
営
為
の
背

後
に
ポ
エ
テ
ィ
ク
ス
を
読
み
取
る
こ
と
が
お
そ
ら
く
可
能
だ
ろ

う
。「
宗
教
」
概
念
の
脱
自
明
化
と
い
う
事
態
の
な
か
か
ら
見
い

だ
せ
る
可
能
性
は
、
人
間
的
事
象
を
分
析
し
、
解
釈
す
る
宗
教

学
者
自
身
を
も
含
め
た
形
で
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
、
ポ
エ
テ
ィ
ク

ス
双
方
を
読
み
解
く
作
業
の
な
か
に
あ
る
と
も
い
え
る
。
そ
こ

か
ら
読
み
取
ら
れ
る
〈
宗
教
性
〉
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る

か
現
時
点
で
は
想
定
で
き
な
い
が
、
そ
の
作
業
は
、
や
は
り
、

新
た
な
人
間
像
の
探
究
の
営
み
に
つ
な
が
っ
て
い
く
も
の
だ
と

考
え
る
。

注（
１
）
マ
ス
コ
ミ
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
宗
教
報
道
が
あ
ふ
れ
る
な
か
、
日

本
人
が
「
宗
教
」
に
関
し
て
な
に
か
し
ら
し
っ
か
り
し
た
情
報

を
、
公
教
育
を
通
し
て
学
ぶ
機
会
が
あ
る
か
と
い
う
と
ほ
と
ん

ど
な
い
。
公
教
育
に
お
け
る
宗
教
教
育
は
法
的
な
制
限
を
う
け

学
校
教
育
で
は
宗
教
に
つ
い
て
の
知
識
を
学
ぶ
機
会
さ
え
な

い
。
宗
教
教
育
を
広
義
に
捉
え
た
場
合
、
宗
教
知
識
教
育
は
許

さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
公
教
育
の
現
場
で
は
、

知
識
教
育
で
あ
っ
て
も
、
教
育
基
本
法
に
お
い
て
禁
止
さ
れ
て

い
る
「
特
定
の
宗
教
の
た
め
の
宗
教
教
育
」
と
な
り
う
る
可
能

性
が
あ
る
ゆ
え
、
と
に
か
く
宗
教
に
つ
い
て
教
え
る
こ
と
は
避
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け
た
ほ
う
が
無
難
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
敬
遠
さ
れ
て
き
た
。

か
く
し
て
、
学
校
で
は
、
宗
教
に
関
す
る
こ
と
を
十
分
教
わ
ら

ず
に
大
人
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
高
等
教
育
を
受
け

て
き
た
は
ず
で
あ
る
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
記
者
た
ち
も
、
こ
と

宗
教
に
つ
い
て
は
貧
弱
な
知
識
し
か
な
か
っ
た
り
す
る
の
は
こ

の
よ
う
な
事
情
を
背
景
と
し
て
い
る
。

（
２
）
ゲ
イ
リ
ー
・
エ
バ
ソ
ー
ル
「
宗
教
学
に
お
け
る
民
衆
宗
教
の
新

た
な
位
置
づ
け
」、
荒
木
美
智
雄
編
『
世
界
の
民
衆
宗
教
』
ミ

ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
四
年
所
収
、
一
六
三
頁
。

（
３
）
エ
バ
ソ
ー
ル
、
前
掲
書
、
一
六
四
頁
。

（
４
）
ミ
ル
チ
ャ
・
エ
リ
ア
ー
デ
、『
宗
教
学
概
論
１
　
太
陽
と
天
空

神
』
せ
り
か
書
房
、
一
九
七
四
年
。
こ
の
よ
う
な
還
元
主
義
の

批
判
は
他
の
著
書
で
も
繰
り
返
し
主
張
さ
れ
て
い
る
。

（
５
）T

h
om
as
A
.
Id
in
op
u
los
an
d
E
d
w
ard

A
.Y
on
an
ed
,

R
eligion

and
R
eductionism

,

（L
eid
en：
E
.J.B
rill,1994

）
な

ど
に
こ
れ
ら
の
議
論
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

（
６
）Jon

ath
an
Z
.
S
m
ith
,
Im
ag
in
in
g
R
elig
ion
,

（C
h
icag
o:

U
niversity

of
C
hicago

P
ress,1982

）

,p.ix.

（
７
）R

u
ssell

T
.
M
cC
u
tch
eon
,
M
an
u
factu

rin
g
R
elig
ion

（O
xford:O

xford
U
niversity

P
ress,1997

）

.

（
８
）
深
澤
英
隆
「「
宗
教
」
概
念
と
「
宗
教
言
説
」
の
現
在
」、
鶴
岡

賀
雄
・
島
薗
進
編
『〈
宗
教
〉
再
考
』、
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇

四
年
。
こ
の
部
分
の
マ
ッ
カ
ッ
チ
ョ
ン
の
引
用
は
深
沢
の
論
文

中
の
訳
を
用
い
た
。

（
９
）
深
澤
、
前
掲
論
文
参
照
。

（
10
）
も
っ
と
も
、
宗
教
学
の
隣
接
諸
科
学
の
な
か
で
問
題
と
な
っ
て

き
た
、
西
洋
に
由
来
す
る
近
代
人
文
諸
科
学
の
学
問
の
ヘ
ゲ
モ

ニ
ー
に
対
す
る
批
判
や
文
化
人
類
学
で
問
題
と
さ
れ
て
き
た
他

者
表
象
の
問
題
な
ど
、
学
問
的
な
枠
組
み
そ
の
も
の
に
対
す
る

批
判
は
そ
れ
以
前
か
ら
あ
っ
た
が
、「
宗
教
」
概
念
そ
の
も
の

に
つ
い
て
の
問
い
直
し
は
上
述
し
た
欧
米
で
の
議
論
が
契
機
と

な
っ
て
い
る
。

（
11
）
福
島
信
吉
「〈
お
道
〉
と
し
て
語
ら
れ
る
〈
宗
教
〉
世
界
」、
前

掲
『〈
宗
教
〉
再
考
』、
二
五
四
頁
〜
二
八
二
頁
。

（
12
）
こ
の
よ
う
に
、「
宗
教
」
概
念
の
問
い
直
す
試
み
は
、
こ
の
概

念
に
付
随
し
て
き
た
他
の
自
明
化
さ
れ
た
概
念
の
再
考
を
も
促

す
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
「
現
世
利
益
主
義
」
と
い
う
概
念

や
「
世
俗
主
義
」
と
い
う
概
念
の
再
考
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
言

葉
も
そ
の
語
源
的
な
意
味
と
は
別
に
西
洋
中
心
的
な
ま
な
ざ
し

が
創
り
出
し
た
価
値
や
様
式
、
キ
リ
ス
ト
教
を
モ
デ
ル
と
し
た

「
宗
教
」
観
を
背
景
に
意
義
付
け
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
批
判

的
に
こ
れ
ら
の
言
葉
を
捉
え
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
見
え
て
く
る

こ
と
は
少
な
く
な
い
。

（
13
）
実
は
宗
教
学
に
従
事
す
る
も
の
や
知
識
人
の
営
み
自
体
の
な
か

に
、
そ
の
立
場
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、
宗
教
性
を
見
い

だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
も
つ
な
が

る
。

（
た
い
ら
　
す
な
お
／
東
洋
哲
学
研
究
所
研
究
員
）


