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宗
教
の
社
会
的
役
割
と
文
化
的
機
能
に
関
す
る
再
認
識

　

│
宗
教
と
冷
戦
後
国
際
的
に
焦
点
と
な
っ
た
問
題
か
ら
触
発
さ
れ
た
理
論
的
省
察

張　

志
剛

大
江
平
和　

訳

１　

本
論
文
で
省
察
す
る
理
論
的
問
題

　

こ
の
五
年
間
、
私
は
「
中
国
教
育
部
哲
学
社
会
科
学
研
究
重
大

課
題
難
関
攻
略
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

│
現
代
の
宗
教
紛
争
と
対
話

の
研
究
」
と
い
う
重
要
課
題
を
担
当
し
、
取
り
組
ん
で
き
た
。
五

年
来
少
し
ず
つ
進
め
て
き
た
研
究
を
通
じ
て
、
私
は
、
こ
の
課

題
が
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
こ
と
を
痛
感
し
た
だ
け
で
な
く
、

省
察
に
値
す
る
多
く
の
宗
教
学
理
論
の
問
題
が
存
在
す
る
こ
と

を
も
発
見
し
た
。
も
し
こ
れ
ら
の
問
題
を
一
点
に
集
約
す
れ
ば
、

そ
れ
は
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
や
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヴ
ィ
レ

ッ
ジ
と
い
う
背
景
の
も
と
で
、
と
く
に
冷
戦
後
の
国
際
政
治
、

経
済
、
文
化
の
構
造
の
再
構
築
と
い
う
情
勢
の
も
と
で
、
い
か

に
し
て
宗
教
の
社
会
的
役
割
、
あ
る
い
は
文
化
的
機
能
を
再
認

識
す
る
か
、
と
い
う
問
題
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
簡
単
に
説

明
す
る
と
、
先
の
二
つ
の
問
題
に
つ
い
て
の
私
な
り
の
理
解
は
、

次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
一
つ
は
、
私
が
担
当
し
た
本
課
題

が
提
起
す
る
重
大
な
現
実
的
問
題
と
し
て
の
理
解
、
二
つ
に
は
、

こ
の
重
要
課
題
の
探
究
を
通
じ
て
発
見
し
た
宗
教
学
理
論
の
問

題
と
し
て
の
理
解
で
あ
る
。
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①　

重
大
な
現
実
的
問
題

　

米
同
時
多
発
テ
ロ
事
件
が
起
こ
る
一
年
前
、
当
時
、
北
京
大

学
国
際
関
係
学
院
院
長
を
兼
任
し
て
い
た
銭
其
琛
副
首
相
は
、

早
く
も
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
た
。「
冷
戦
終
結
後
、
宗
教
、

民
族
問
題
が
際
立
っ
て
き
て
お
り
、
国
際
的
に
焦
点
と
な
っ
た

問
題
の
多
く
は
、
ほ
と
ん
ど
が
宗
教
、
民
族
問
題
と
切
り
離
せ

な
い
も
の
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
冷
戦
後
の
宗
教
問
題
に
は
次

の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、（
ａ
）
宗
教
は
つ
ね
に
民

族
問
題
と
関
係
し
て
い
る
。（
ｂ
）
宗
教
の
自
由
は
つ
ね
に
人
権

問
題
と
関
係
し
て
い
る
。（
ｃ
）
宗
教
は
つ
ね
に
原
理
主
義
、
テ

ロ
リ
ズ
ム
と
関
係
し
て
い
る
。（
ｄ
）
宗
教
は
つ
ね
に
国
家
の
政

局
、
民
族
の
分
裂
あ
る
い
は
統
一
問
題
と
関
係
し
て
い
る
。（
ｅ
）

宗
教
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
往
々
に
し
て
国
家
や
民
族
の

境
界
を
越
え
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
我
々
は
、
必
ず

注
意
深
く
宗
教
問
題
の
研
究
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な

い（１
）」。

　

世
界
を
震
撼
さ
せ
た
九
・
一
一
米
同
時
多
発
テ
ロ
事
件
発
生

後
、
宗
教
問
題
の
重
要
性
と
深
刻
さ
は
、
よ
り
広
く
国
際
社
会

か
ら
注
目
を
浴
び
る
よ
う
に
な
り
、
国
内
外
の
専
門
家
に
、
冷

戦
前
後
の
国
際
情
勢
の
激
変
を
振
り
返
ら
せ
る
と
と
も
に
、
多

く
の
国
際
的
に
焦
点
と
な
っ
た
問
題
と
重
大
な
紛
争
に
対
す
る

宗
教
的
要
素
の
広
範
な
影
響
に
つ
い
て
の
再
認
識
を
促
し
た
。

ま
さ
に
あ
る
国
際
問
題
研
究
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ボ
ス
ニ

ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
紛
争
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
問
題
、
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
の
マ
ル
ク
諸
島
や
ア
チ
ェ
の
問
題
、
カ
シ
ミ
ー
ル
紛

争
な
ど
一
連
の
政
治
、
経
済
、
お
よ
び
軍
事
衝
突
は
、
い
ず
れ
も
、

ま
す
ま
す
複
雑
化
し
、
強
ま
っ
た
宗
教
的
要
素
を
含
ん
で
い
る
。

「
国
際
情
勢
は
目
ま
ぐ
る
し
く
変
化
し
、
そ
の
さ
ま
ざ
ま
な
変
化

は
〝
宗
〞
と
は
切
り
離
せ
な
い
も
の
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
言
え

よ
う
。
宗
教
、
民
族
問
題
は
、
九
・
一
一
米
同
時
多
発
テ
ロ
事

件
後
、
国
際
政
治
を
動
か
す
大
き
な
原
動
力
と
な
る
と
と
も
に
、

ま
る
で
痙
攣
の
よ
う
な
波
動
を
国
際
情
勢
に
呼
び
起
こ
し
た
の

で
あ
る
（
２
）」

　

こ
の
こ
と
は
、
重
大
な
現
実
的
問
題
、
す
な
わ
ち
、
な
ぜ
．

宗
教
的
要
素
が
、
冷
戦
後
の
多
く
の
国
際
的
に
焦
点
と
な
っ
た

問
題
や
重
大
な
衝
突
に
、
こ
の
よ
う
に
広
範
か
つ
重
要
な
影
響

を
も
た
ら
し
た
の
か
、
と
い
う
問
題
を
、
我
々
に
突
き
つ
け
た

の
で
あ
る
。



116

　

②　

若
干
の
宗
教
学
理
論
の
問
題

（
１
）「
宗
教
紛
争
」
の
提
起
法
が
、
比
較
的
単
純
化
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
。

　

冷
戦
終
結
後
、「
宗
教
紛
争
」
は
、
国
内
外
の
メ
デ
ィ
ア
で
最

も
頻
繁
に
目
に
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
っ
た
が
、
真
剣
に
研
究

に
取
り
組
ん
で
み
る
と
、「
単
純
な
、
あ
る
い
は
直
接
的
な
宗
教

対
立
」
と
い
う
も
の
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
見
ら
れ
な
い
し
、
そ
の

規
模
や
影
響
も
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
は
な
い
。
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ

る
「
宗
教
紛
争
」
の
多
く
が
、
複
雑
で
錯
綜
し
た
形
で
現
れ
て
き

て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
実
際
に
、
国
内
外
の
理
論

界
が
広
く
注
目
し
て
い
る
の
は
、
冷
戦
後
、
多
く
の
国
際
的
に

焦
点
と
な
っ
た
問
題
や
重
大
な
衝
突
に
は
、
ほ
と
ん
ど
、
看
過

で
き
な
い
宗
教
的
要
素
、
あ
る
い
は
宗
教
的
背
景
が
存
在
す
る

と
い
う
点
で
あ
る
。

（
２
）
現
行
の
宗
教
的
観
点
あ
る
い
は
研
究
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
、

比
較
的
単
純
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　

冷
戦
後
、
多
く
の
国
際
的
に
焦
点
と
な
っ
た
問
題
や
重
大
な

衝
突
に
対
す
る
宗
教
的
要
素
や
宗
教
的
背
景
の
広
範
な
影
響
を

ど
う
説
明
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
関
連
の
研
究

成
果
を
な
が
め
て
み
る
と
、
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
の
は
次

の
よ
う
な
主
張
や
観
点
で
あ
る
。
第
一
に
、「
宗
教
の
衣
を
ま
と

う
こ
と
」、「
宗
教
の
旗
印
を
掲
げ
る
こ
と
」、
あ
る
い
は
「
宗
教

的
信
仰
を
利
用
す
る
こ
と
」
な
ど
で
あ
る
。
第
二
は
、
い
わ
ゆ
る

「
利
益
論
」
で
、
宗
教
の
影
響
あ
る
い
は
役
割
を
、
経
済
的
利
益
、

政
治
的
利
益
、
軍
事
的
利
益
、
民
族
的
利
益
あ
る
い
は
国
家
的

利
益
な
ど
の
よ
う
な
、
あ
れ
や
こ
れ
や
の
利
益
に
帰
因
さ
せ
る

も
の
で
あ
る
。
第
三
は
、「
総
合
的
要
素
論
」
で
、
国
際
的
に
焦

点
と
な
っ
た
問
題
や
重
大
な
衝
突
は
、
い
ず
れ
も
多
く
の
要
素
、

た
と
え
ば
国
境
紛
争
、
資
源
の
争
奪
、
安
全
保
障
問
題
、
政
治

的
利
益
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
宗
教
的
信
念
、
人
種
や
民
族
の
矛

盾
な
ど
が
交
錯
し
て
形
成
さ
れ
た
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

　

先
の
二
つ
の
観
点
に
つ
い
て
は
、
現
存
す
る
い
く
つ
か
の
大

宗
教
の
伝
統
に
つ
い
て
多
少
な
り
と
も
研
究
し
、「
虚
偽
を
弄
す

る
も
の
」
と
見
な
す
こ
と
さ
え
し
な
け
れ
ば
、
先
の
二
つ
の
観
点

の
単
純
さ
と
皮
相
性
は
す
ぐ
に
明
ら
か
に
見
て
と
れ
る
で
あ
ろ

う
。
第
三
の
観
点
に
つ
い
て
も
、
多
少
補
足
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
観
点
は
、「
戦
争
と
衝
突
」
を
論
じ
る
研
究
者
か
ら
提
起
さ

れ
た
も
の
で
あ
り
、
世
界
的
に
も
こ
の
分
野
で
は
、
す
で
に
研
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究
者
に
と
っ
て
方
法
論
上
の
共
通
認
識
と
な
っ
て
い
る
　
（
３
）。
こ
の

よ
う
な
方
法
論
の
観
点
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
比
較
的
全
面

的
で
、
さ
ら
に
は
「
隅
々
ま
で
網
羅
さ
れ
て
い
る
」
よ
う
に
見
え

る
が
、
私
は
、
そ
れ
は
、
宗
教
の
捉
え
方
に
お
い
て
、
や
は
り

単
純
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
宗

教
的
要
素
と
経
済
、
政
治
、
軍
事
、
人
種
あ
る
い
は
民
族
な
ど

の
要
素
あ
る
い
は
要
因
を
同
列
に
論
じ
て
お
り
、
こ
れ
は
明
ら

か
に
宗
教
的
現
象
の
独
自
性
を
無
視
し
た
も
の
で
、「
信
仰
と
し

て
の
宗
教
的
要
素
」
と
、
そ
の
他
数
多
く
の
要
素
と
の
相
互
作
用

や
そ
の
複
雑
な
影
響
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

以
上
の
い
く
つ
か
の
観
点
は
、
お
も
に
国
際
政
治
学
、
あ
る

い
は
国
際
関
係
の
研
究
分
野
を
風
靡
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

で
は
、
こ
こ
百
年
あ
ま
り
、
宗
教
学
界
が
、
た
え
ず
様
変
わ
り

し
続
け
、
あ
る
い
は
、
依
然
と
し
て
主
導
的
地
位
を
占
め
て
い

る
い
く
つ
か
の
理
論
的
観
点
、
た
と
え
ば
、
宗
教
衰
亡
論
、
政

教
分
離
論
、
宗
教
信
仰
私
人
化
理
論
、
宗
教
世
俗
化
理
論
、
宗

教
市
場
化
理
論
な
ど
は
、
先
述
の
重
大
な
現
実
的
問
題
を
説
明

す
る
の
に
十
分
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
問
題
提
起
を

し
た
あ
と
、
分
析
、
論
評
を
加
え
た
い
。

　

全
体
的
に
言
え
ば
、
ま
さ
に
先
述
の
さ
ま
ざ
ま
な
理
論
に
物

足
り
な
さ
を
覚
え
た
こ
と
か
ら
、
私
は
次
の
よ
う
に
考
え
て
い

る
。
先
の
重
大
な
現
実
問
題
、す
な
わ
ち
、な
ぜ
宗
教
的
要
素
が
、

冷
戦
後
、
多
く
の
国
際
的
に
焦
点
と
な
っ
た
問
題
や
重
大
な
衝

突
に
、
広
範
か
つ
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
だ
ろ
う
か
、
と

い
う
問
題
へ
の
探
究
を
通
じ
て
、
よ
り
全
面
的
に
、
よ
り
深
く
、

宗
教
的
現
象
の
複
雑
性
、
社
会
的
役
割
や
文
化
的
機
能
を
認
識

す
る
た
め
、
宗
教
学
理
論
に
お
い
て
、
我
々
に
多
少
の
成
果
を

も
た
ら
し
た
可
能
性
が
十
分
に
考
え
ら
れ
る
、
と
。
こ
こ
で
、

皆
様
に
、
簡
潔
に
報
告
し
た
い
の
は
、
私
が
こ
こ
数
年
来
、
取

り
組
ん
で
き
た
理
論
的
試
み
で
あ
り
、
そ
の
お
も
な
手
法
と
は
、

先
述
の
よ
う
な
重
大
な
現
実
問
題
の
な
か
の
「
宗
教
的
要
素
」
と

い
う
「
キ
ー
ワ
ー
ド
」
を
把
握
し
た
う
え
で
、
宗
教
的
要
素
、
お

よ
び
そ
れ
が
影
響
を
お
よ
ぼ
す
四
つ
の
複
雑
性
に
重
点
を
置
き

な
が
ら
説
明
す
る
と
い
う
も
の
で
、
そ
れ
ら
を
「
蓄
積
性
」、「
瀰

漫
性
」、「
浸
透
性
」、
お
よ
び「
深
層
性
」と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

２　

宗
教
的
要
素
と
そ
の
影
響
の
蓄
積
性

　

冷
戦
後
、
多
く
の
国
際
的
に
焦
点
と
な
っ
た
問
題
や
重
大
な
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衝
突
は
、
ま
す
ま
す
深
く
宗
教
的
要
素
の
影
響
を
受
け
る
よ
う

に
な
っ
た
。
こ
れ
は
か
つ
て
な
い
情
勢
の
も
と
で
現
れ
た
新
し

い
問
題
で
あ
る
が
、
我
々
が
ま
ず
意
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
は
、
宗
教
と
は
、
古
く
て
、
普
遍
的
な
社
会
的
、
文
化
的
現

象
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
宗
教
は
、
人
類
社
会
や
文
化

活
動
と
長
く
、
深
い
関
係
を
も
つ
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
文

化
史
や
文
明
史
の
研
究
に
没
頭
す
る
思
想
家
の
多
く
は
、
宗
教

的
伝
統
の
社
会
的
役
割
や
文
化
的
機
能
を
重
視
し
て
い
る
。
紙

幅
の
関
係
で
、
こ
こ
で
は
、
ア
ー
ノ
ル
ド
・
Ｊ
・
ト
イ
ン
ビ
ー

（A
rnold Joseph Toynbee

）
と
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
・
ド
ー
ソ
ン

（C
hristopher D

aw
son

）
の
宗
教
的
伝
統
の
社
会
的
役
割
と
文
化
的

機
能
の
研
究
に
お
け
る
学
術
的
な
啓
発
に
つ
い
て
、
批
評
、
紹

介
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

　

比
較
文
明
史
の
大
著
で
あ
る『
歴
史
の
研
究
』（
一
九
三
四
‐
一
九

五
四
）
全
編
に
目
を
通
す
と
、
ト
イ
ン
ビ
ー
が
心
を
打
ち
込
ん
だ

歴
史
の
解
釈
の
思
索
の
道
筋
と
は
、
宗
教
的
伝
統
と
文
明
社
会

（
広
義
の
文
化
）
の
起
源
の
関
係
を
系
統
的
に
整
理
し
、
人
類
史
上

に
現
れ
た
二
十
六
の
文
明
社
会
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
人
類
文
明
の
形
態
が
変
遷
す
る
基
本
モ
デ
ル
を
明
ら
か
に

し
よ
う
と
努
め
る
こ
と
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
的
伝
統
の

文
明
形
態
の
生
成
、
発
展
、
衰
退
と
解
体
の
過
程
の
な
か
で
の

重
大
な
社
会
の
歴
史
的
役
割
を
深
く
考
察
し
よ
う
と
し
た
。
ト

イ
ン
ビ
ー
に
よ
れ
ば
、
人
生
の
根
本
的
態
度
と
し
て
の
宗
教
的

信
仰
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
明
社
会
の
「
生
気
の
源
泉
」
あ
る
い
は

「
精
神
的
な
絆
」
と
よ
ぶ
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
ま
た
、
ひ
と

た
び
、
あ
る
文
明
社
会
が
伝
統
的
な
精
神
的
信
仰
を
喪
失
す
る

と
、必
ず
、新
し
い
文
明
形
態
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
と
き
ま
で
、

衰
退
に
向
か
い
続
け
る
と
い
う
。
な
ぜ
こ
う
論
じ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
ト
イ
ン
ビ
ー
に
よ
れ
ば
、
数
千
年
来
、
そ
れ
ぞ
れ
の
大

宗
教
の
伝
統
が
膨
大
な
信
徒
を
引
き
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
理

由
は
、
大
宗
教
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
人
類
の
い
く
つ
か
の
お
も
な

心
理
の
類
型
に
対
応
し
、
各
類
型
の
信
徒
が
異
な
る
文
明
形
態

の
も
と
で
体
験
し
た
情
感
の
ニ
ー
ズ
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
た

か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
政
治
、
経
済
や
文
化
を
含
む
文
明
社
会

の
あ
ら
ゆ
る
活
動
は
、
ま
さ
に
宗
教
的
信
仰
が
示
す
生
き
方
に

よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
、
と
す
る
。
こ
の
よ
う

な
わ
け
で
、
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
文
明
形
態
の
変
遷
モ
デ
ル
を
総

括
す
る
過
程
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
的
伝
統
の
異
な
る
文
明
形
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態
に
お
け
る
文
化
的
心
理
、
あ
る
い
は
文
化
的
潜
在
意
識
に
対

す
る
深
い
影
響
に
、
絶
え
ず
注
意
を
払
い
続
け
た
の
で
あ
る
。

こ
の
面
の
考
察
や
分
析
は
『
歴
史
の
研
究
』
全
編
を
通
し
て
深
く

反
映
さ
れ
て
い
る
。

　

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
（M

ax W
eber

）
と
同
じ
く
、
有
名
な

文
化
史
研
究
者
、
歴
史
哲
学
研
究
者
で
あ
る
ド
ー
ソ
ン
も
、
宗

教
的
伝
統
か
ら
近
代
西
洋
文
化
の
起
因
を
考
察
し
た
。
し
か
し
、

両
者
を
比
較
し
て
み
る
と
、
ド
ー
ソ
ン
の
理
論
の
視
野
の
方
が

広
が
り
を
も
つ
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
研
究
の
範
囲
は
、
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
の
倫
理
伝
統
と
資
本
主
義
の
精
神
と
の
親
和
性
に
厳
密

に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
ド
ー
ソ
ン
が
考
察
し
よ
う
と
し
た
の
は
、

宗
教
的
伝
統
と
西
欧
文
化
の
進
化
の
歴
史
と
の
関
係
で
あ
っ
た
。

ド
ー
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
近
代
西
洋
文
化
の
起
因
を
明
ら
か
に
し

よ
う
と
す
れ
ば
、
け
っ
し
て
宗
教
的
文
化
伝
統
の
歴
史
の
蓄
積

の
過
程
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
は
な
ら
な
い
と
し
、
と
く
に
、
近

代
文
化
形
成
前
夜
の
歴
史
を
過
小
評
価
し
て
は
な
ら
な
い
と
す

る
。
な
ぜ
な
ら
、
近
代
文
化
が
必
要
と
す
る
精
神
の
創
造
の
力
、

さ
ら
に
は
近
代
文
化
の
先
駆
者
た
ち
を
も
含
む
力
と
い
う
も
の

は
、
い
ず
れ
も
あ
の
時
期
の
歴
史
に
育
ま
れ
、
形
成
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
か
ら
と
考
え
る
。
西
欧
文
化
史
、
と
く
に
中
世
期
文

化
史
の
全
面
的
な
考
察
に
も
と
づ
い
て
、
ド
ー
ソ
ン
は
意
味
深

長
に
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
い
わ
ゆ
る
宗
教
と
は
、
け
っ
し

て
あ
る
抽
象
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
は
な
く
、
た
ん
な
る
古
め

か
し
い
精
神
的
資
源
で
も
な
い
。
そ
れ
は
お
も
に
、
あ
る
歴
史

に
連
綿
と
続
く
文
化
的
伝
統
で
あ
り
、
無
意
識
に
感
化
を
受
け

る
文
化
的
慣
習
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
従
来
の
研
究

者
は
、
往
々
に
し
て
、
政
治
的
な
も
の
、
思
想
的
な
も
の
、
理

知
的
な
も
の
、
な
ど
の
よ
う
な
「
高
次
元
の
問
題
」
に
注
意
力
を

集
中
さ
せ
、こ
れ
ら
の
問
題
が
、悠
久
の
歴
史
絵
巻
の
な
か
で
は
、

ほ
ん
の
一
部
分
を
占
め
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
識
せ

ず
に
い
た
。
実
際
、
真
に
庶
民
や
社
会
生
活
に
と
っ
て
最
も
大

き
な
影
響
を
お
よ
ぼ
す
も
の
は
、
や
は
り
文
化
的
慣
習
や
宗
教

的
伝
統
な
の
で
あ
る
　
（
４
）。

　

先
の
二
人
の
著
名
な
学
者
の
研
究
成
果
を
ま
と
め
る
と
、
次

の
よ
う
な
理
論
的
啓
発
が
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

（
１
）
あ
る
特
定
の
歴
史
的
段
階
や
文
化
的
な
時
期
で
は
な
く
、

人
類
の
歴
史
や
文
化
の
変
遷
過
程
に
目
を
向
け
て
こ
そ
、
宗
教

的
伝
統
の
社
会
的
役
割
や
文
化
的
機
能
に
つ
い
て
、
全
面
的
に
、
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か
つ
深
く
、
研
究
や
議
論
が
で
き
る
と
言
う
の
で
あ
れ
ば
、
人

類
社
会
や
文
化
活
動
に
現
存
す
る
宗
教
的
要
素
は
、
あ
る
歴
史

的
蓄
積
の
結
果
と
し
て
お
も
に
見
な
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ

れ
は
私
が
方
法
論
か
ら
ま
ず
強
調
し
た
い
点
で
あ
る
。
こ
の
点

か
ら
次
の
よ
う
に
反
省
さ
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
先
述
の
宗
教

衰
亡
論
、
政
教
分
離
論
、
宗
教
世
俗
化
理
論
、
宗
教
的
信
仰
の

私
人
化
理
論
な
ど
の
よ
う
な
現
代
宗
教
理
論
の
観
点
、
そ
の
研

究
の
目
線
は
、
お
も
に
「
西
欧
の
近
代
化
」
と
い
う
特
定
の
時
空

の
範
囲
や
、
文
化
的
な
段
階
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
も
し
そ
の
意
義
を
拡
大
解
釈
す
れ
ば
、
西

洋
の
宗
教
的
伝
統
の
社
会
的
役
割
や
文
化
的
機
能
を
、
全
面
的

に
、
か
つ
深
く
認
識
す
る
上
で
、
妨
げ
と
な
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
、
と
。

（
２
）
あ
る
歴
史
の
蓄
積
の
結
果
と
し
て
、
宗
教
的
要
素
お
よ
び

そ
の
影
響
は
、
表
面
化
す
る
も
の
で
は
ま
っ
た
く
な
く
、
お
も

に
人
類
社
会
や
文
化
的
活
動
の
深
層
の
次
元
に
蓄
積
さ
れ
て
い

く
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、先
述
の
二
人
の
学
者
が
探
究
し
た
、

文
化
的
伝
統
、
文
化
的
慣
習
、
文
化
的
心
理
や
社
会
的
潜
在
意

識
の
よ
う
に
、
よ
り
多
く
の
も
の
は
、
無
意
識
に
感
化
さ
れ
る

形
で
、
影
響
を
お
よ
ぼ
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。

（
３
）「
無
意
識
の
う
ち
に
感
化
さ
れ
る
」
こ
と
が
、
宗
教
的
要
素

や
そ
の
影
響
の
常
態
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

古
今
東
西
の
歴
史
の
瀬
戸
際
の
よ
う
に
、
人
々
は
つ
ね
に
、
歴

史
の
転
換
や
時
代
の
挑
戦
に
対
応
す
る
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な

や
り
方
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
や
文
化
的
伝
統
を
回
顧
し
た
り
、

反
省
し
た
り
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
歴
史
の
瀬
戸
際

に
あ
た
っ
て
は
、
宗
教
的
要
素
や
影
響
も
、
そ
の
多
く
は
、
鮮

明
か
つ
強
烈
に
反
映
さ
れ
、
投
影
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
歴
史
的
な
特
徴
か
ら
、
冷
戦
後
の
宗
教
的
要
素
や
そ
の

影
響
の
明
ら
か
な
強
ま
り
を
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
は
、
現
在
、
宗
教
的
要
素
が
多
く
の
国
際
的
に
焦
点
と
な
っ

た
問
題
や
重
大
な
衝
突
に
お
よ
ぼ
し
て
い
る
明
ら
か
な
影
響
は
、

た
ん
に
国
際
政
治
の
構
造
の
再
構
築
と
い
う
新
た
な
情
勢
の
も

と
に
存
在
す
る
だ
け
で
な
く
、「
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
」
や

「
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
」
と
い
う
歴
史
的
背
景
の
も
と
に

現
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
グ
ロ

ー
バ
ル
な
範
囲
か
ら
着
眼
し
な
が
ら
、
宗
教
の
社
会
的
役
割
や
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文
化
的
機
能
を
再
認
識
す
る
上
で
、
我
々
に
い
ま
だ
か
つ
て
な

い「
理
論
の
チ
ャ
ン
ス
」が
提
供
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

３　

宗
教
的
要
素
お
よ
び
そ
の
影
響
の
瀰
漫
性

　

前
述
の
蓄
積
性
は
、
お
も
に
歴
史
の
角
度
か
ら
、
宗
教
的
要

素
お
よ
び
そ
の
影
響
を
探
究
し
、
描
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
研

究
の
目
線
を
現
実
に
転
じ
て
み
る
と
、
宗
教
的
要
素
お
よ
び
そ

の
影
響
の
瀰
漫
性
は
、
も
う
一
つ
の
無
視
で
き
な
い
特
徴
と
い

え
よ
う
。
宗
教
的
要
素
の
瀰
漫
性
は
、
宗
教
的
現
象
の
広
汎
性

か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
認
識
す
る
の
は

そ
う
難
し
く
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
次
の
統
計
デ
ー
タ
に
眼

を
通
し
て
み
た
い
。

　

推
定
に
よ
れ
ば
、
二
〇
〇
一
年
ま
で
の
世
界
人
口
は
約
六
十

一
億
二
千
八
百
万
人
、
そ
の
う
ち
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
二
十
億
二

千
四
百
万
人
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
が
十
二
億
千
三
百
万
人
、
仏

教
徒
が
三
億
六
千
三
百
万
人
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
が
八
億
二
千

三
百
万
人
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
が
千
四
百
五
十
五
万
二
千
人
、
シ
ク

教
徒
が
約
二
千
三
百
六
十
八
万
人
、
各
種
新
興
宗
教
の
信
徒
が

一
億
三
百
万
人
と
な
っ
て
い
る
　
（
５
）。

　

以
上
の
統
計
デ
ー
タ
は
、
世
界
の
圧
倒
的
多
数
の
信
徒
が
帰

依
し
て
い
る
の
は
、
依
然
と
し
て
、
い
く
つ
か
の
伝
統
的
宗
教

で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
宗
教
的
要
素
や
そ

の
影
響
は
、
お
も
に
歴
史
の
蓄
積
の
結
果
と
し
て
見
な
す
べ
き

で
あ
る
と
い
う
先
述
の
特
徴
を
証
明
し
て
い
る
。
ま
た
、
さ
ら

に
深
い
思
索
を
促
し
て
い
る
の
は
、昨
今
の
よ
う
に
、現
代
的
で
、

ハ
イ
テ
ク
の
時
代
に
あ
っ
て
、
意
外
な
こ
と
に
、
世
界
に
は
こ

れ
ほ
ど
ま
で
に
多
く
の
信
徒
が
存
在
し
、
そ
れ
は
世
界
人
口
の

五
分
の
四
、
す
な
わ
ち
八
十
％
を
占
め
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

こ
の
膨
大
な
数
字
は
次
の
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。（
１
）
こ
の

よ
う
な
広
範
な
宗
教
的
現
象
は
、
決
し
て
虚
偽
で
は
な
く
、
世

界
中
の
大
多
数
の
人
々
の
信
仰
の
状
況
や
生
き
方
を
如
実
に
反

映
す
る
も
の
で
あ
る
。（
２
）
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
的
信
仰
の
対
象

は
、
い
ず
れ
も「
超
越
し
た
、
神
聖
な
、
さ
ら
に
は
神
秘
化
し
た
」

も
の
で
あ
る
が
、
あ
ら
ゆ
る
信
徒
は
こ
の
よ
う
な
信
念
に
も
と

づ
い
て「
人
生
の
究
極
の
意
義
」を
解
釈
し
、「
現
世
の
生
活
の
規

範
」を
決
定
づ
け
て
い
る
。

　

宗
教
社
会
学
を
開
い
た
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
（Em

ile D
urkheim

）
は
、

い
ち
早
く
「
あ
る
宗
教
と
は
一
つ
の
統
合
的
な
シ
ス
テ
ム
で
あ



122

り
、
そ
れ
は
神
聖
な
事
物
と
関
係
す
る
信
念
や
実
践
を
統
合
し

て
し
ま
っ
て
い
る
　
（
６
）」と
指
摘
し
た
。
ま
た
、
宗
教
社
会
学
者
の
ミ

ル
ト
ン（J. M

ilton

）は
、
そ
の
あ
と
に
続
い
て「
宗
教
と
は
あ
る
信

念
と
実
践
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ

は
あ
る
集
団
が
人
間
の
生
活
の
な
か
の
究
極
の
問
題
と
闘
う
と

き
に
用
い
ら
れ
る
　
（
７
）」と
強
調
し
た
。
こ
こ
三
、
四
十
年
来
、
国
際

宗
教
学
界
で
最
も
影
響
を
お
よ
ぼ
し
た
宗
教
概
念
の
一
つ
に
、

究
極
の
関
わ
り
論
と
い
う
も
の
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
比
較
と
い

う
手
法
を
通
し
て
、
多
文
化
や
時
代
を
超
越
し
た
観
念
に
よ
っ

て
、
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
的
信
仰
の
本
質
と
機
能
を
把
握
し
よ
う

と
、
努
め
て
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
唱
道
者
で
あ
る
テ
ィ

リ
ッ
ヒ
（Paul Tillich

）
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
た
。「
宗
教
と
は
、

そ
の
言
葉
の
最
も
広
義
の
、
最
も
基
本
的
な
意
味
か
ら
い
う
と
、

究
極
の
関
わ
り
で
あ
る
。
…
…
宗
教
は
人
類
の
精
神
的
生
活
の

本
体
で
あ
り
、
基
礎
で
あ
り
、
基
盤
で
あ
る
。
人
類
の
精
神
の

な
か
の
宗
教
と
は
、
こ
れ
を
指
し
て
言
っ
て
い
る（８
）」。
こ
の
よ
う

な
観
点
の
趣
旨
は
、
い
ず
れ
も
次
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
的
信
仰
は
、
広
大

な
信
徒
の
世
界
観
、
人
生
観
お
よ
び
価
値
観
で
あ
る
だ
け
で
な

く
、
彼
ら
が
信
奉
す
る
生
き
方
で
も
あ
る
。
ま
た
、
宗
教
的
信

仰
は
、
実
は
、
あ
る
タ
イ
プ
の
信
徒
が
そ
の
究
極
の
関
わ
り
に

よ
っ
て
獲
得
し
た
生
存
状
態
で
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、我
々
は
、い
わ
ゆ
る
宗
教
的
要
素
と
は
必
然
的
に
、

さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
の
信
徒
の
精
神
的
活
動
や
物
質
的
生
活
に
瀰

漫
し
、
影
響
を
お
よ
ぼ
し
て
い
る
も
の
だ
と
判
断
で
き
る
だ
ろ

う
。

　

宗
教
的
現
象
の
広
汎
性
が
も
た
ら
す
宗
教
的
要
素
の
瀰
漫
性

に
つ
い
て
は
、
宗
教
と
民
族
と
の
関
係
に
着
眼
し
て
認
識
す
る

こ
と
も
で
き
る
。
お
お
ま
か
に
言
う
と
、
世
界
に
は
二
千
余
り

の
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
民
族
が
存
在
し
、
二
百
余
り
の
国
や
地
域

に
分
布
し
て
い
る
。
い
ま
だ
か
つ
て
、
宗
教
的
現
象
が
存
在
し

な
い
民
族
や
国
家
と
い
う
も
の
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
。

大
多
数
の
民
族
の
宗
教
的
信
仰
は
多
種
多
様
な
も
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
ア
ラ
ビ
ア
人
は
ほ
と
ん
ど
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
で
、
ユ

ダ
ヤ
人
は
ほ
と
ん
ど
ユ
ダ
ヤ
教
徒
で
、
多
く
の
イ
ン
ド
人
は
ヒ

ン
ド
ゥ
ー
教
徒
で
あ
る
、
な
ど
と
い
う
よ
う
に
、
い
く
つ
か
の

民
族
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
あ
る
宗
教
的
伝
統
を
信
奉
し
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
次
の
よ
う
に
判
断
で
き
る
。
つ
ま
り
、宗
教
的
要
素
は
、
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あ
ら
ゆ
る
民
族
、
国
家
や
地
域
に
瀰
漫
し
、
影
響
を
お
よ
ぼ
し

て
い
る
も
の
で
、
と
く
に
大
多
数
の
人
口
が
宗
教
を
信
奉
し
て

い
る
民
族
、
国
家
や
地
域
に
お
い
て
は
、
そ
の
宗
教
的
雰
囲
気

は
き
わ
め
て
濃
厚
な
も
の
で
あ
り
、
宗
教
的
要
素
の
社
会
的
影

響
、
あ
る
い
は
文
化
的
機
能
は
、
と
く
に
無
視
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
例
え
ば「
キ
リ
ス
ト
教
世
界
」や「
イ
ス
ラ
ー
ム
教
世
界
」

な
ど
に
つ
い
て
も
、
そ
う
で
あ
る
。

４　

宗
教
的
要
素
お
よ
び
そ
の
影
響
の
浸
透
性

　

前
述
の
瀰
漫
性
は
、
宗
教
的
要
素
が
も
つ
強
い
浸
透
性
を
意

味
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
、
政
治
、
経
済

や
文
化
な
ど
と
い
っ
た
人
類
の
社
会
的
活
動
の
い
く
つ
か
の
主

要
な
要
素
に
浸
透
し
、
影
響
を
お
よ
ぼ
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
ま
る
で
「
瀰
漫
性
」
と
い
う
言
葉
が
、
宗
教
的
要
素
は

有
形
あ
る
い
は
無
形
と
い
う
か
た
ち
で
、
人
類
の
社
会
生
活
の

分
野
に
あ
ま
ね
く
行
き
渡
っ
て
い
る
こ
と
を
イ
メ
ー
ジ
的
に
表

現
す
る
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
浸

透
性
」
は
さ
ら
に
次
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
す
な
わ
ち
、
宗

教
的
要
素
は
、
は
っ
き
り
と
、
あ
る
い
は
こ
っ
そ
り
と
、
他
の

あ
ら
ゆ
る
人
類
の
社
会
活
動
の
要
素
に
浸
入
し
て
い
き
、
そ
れ

に
よ
っ
て
、
世
界
観
、
人
類
観
、
価
値
観
や
生
き
方
と
し
て
の

宗
教
的
信
仰
と
政
治
、
経
済
や
文
化
な
ど
の
要
素
と
融
合
し
て

一
体
化
か
つ
不
可
分
な
も
の
に
さ
せ
、
相
互
に
役
割
を
発
揮
さ

せ
な
が
ら
、
影
響
を
お
よ
ぼ
す
よ
う
に
さ
せ
る
。
こ
の
宗
教
的

要
素
の
複
雑
性
を
意
識
す
れ
ば
、
宗
教
的
要
素
が
冷
戦
後
の
多

く
の
国
際
的
に
焦
点
と
な
っ
た
問
題
と
重
大
な
紛
争
に
ど
れ
ほ

ど
影
響
し
た
か
を
よ
り
深
く
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

前
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、国
内
外
の
研
究
者
は
、一
般
的
に
は
、

冷
戦
後
の
多
く
の
国
際
的
に
焦
点
と
な
っ
た
問
題
と
重
大
な
紛

争
は
、
け
っ
し
て
「
単
一
の
原
因
」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も

の
で
は
な
く
、
経
済
、
政
治
、
軍
事
、
文
化
、
民
族
や
宗
教
な
ど
、

多
様
な
要
素
が
入
り
交
じ
っ
て
作
用
し
た
結
果
で
あ
る
と
認
め

て
い
る
。
で
は
、
な
ぜ
筆
者
は
こ
の
よ
う
な
研
究
の
観
点
に
よ

る
宗
教
へ
の
認
識
が
安
直
で
、
浅
は
か
す
ぎ
る
と
考
え
る
の
か
。

そ
の
お
も
な
理
由
は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、「
表
象
的
な
認

識
」
だ
け
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
宗
教
的
要
素
を
単
純
に
、
あ
る

相
対
的
に
独
立
し
て
存
在
す
る
も
の
と
し
、
経
済
、
政
治
、
軍
事
、

民
族
や
国
家
な
ど
の
要
素
と
同
列
に
論
じ
る
問
題
で
あ
る
と
説
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明
し
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
り
、
そ
こ
が
問
題
で
あ
る
と
考
え

る
。
で
は
、
現
実
の
状
況
は
果
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ

こ
で
、
二
つ
の
例
証
を
挙
げ
て
論
じ
た
い
。

　

周
知
の
よ
う
に
、
パ
レ
ス
チ
ナ
紛
争
の
直
接
の
契
機
で
あ
り
、

紛
争
が
長
引
い
て
い
る
お
も
な
根
源
は
、
領
土
問
題
、
な
か
ん

ず
く
エ
ル
サ
レ
ム
の
帰
属
問
題
に
あ
る
。
こ
の
領
土
の
争
い
は
、

パ
レ
ス
チ
ナ
と
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
族
と
国
家
の
生
存
と
発
展
の

問
題
に
ま
で
及
び
、
し
た
が
っ
て
、
全
体
が
、
政
治
的
、
軍
事
的
、

安
全
保
障
、
経
済
や
文
化
的
な
ど
の
よ
う
な
双
方
の
さ
ま
ざ
ま

な
利
益
の
衝
突
を
牽
引
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
更
に

複
雑
な
の
は
、
そ
れ
が
宗
教
を
背
景
と
し
て
発
生
し
、
持
続
し

て
い
る
領
土
の
争
い
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
圧
倒
的
多
数

の
パ
レ
ス
チ
ナ
人
は
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
で
、
イ
ス
ラ
エ
ル
人
は

ほ
と
ん
ど
が
ユ
ダ
ヤ
教
徒
で
あ
り
、
エ
ル
サ
レ
ム
は
、
衝
突
す

る
双
方
の
心
の
な
か
で
決
し
て
喪
失
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
聖

地
で
あ
る
。
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
が
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
通
り
で

あ
る
。「
紛
争
の
焦
点
が
宗
教
的
な
問
題
に
向
け
ら
れ
る
と
、
そ

れ
は
勝
つ
か
負
け
る
か
の
争
い
に
な
り
や
す
く
、
妥
協
を
は
か

る
の
が
難
し
く
な
る
。
エ
ル
サ
レ
ム
の
神
殿
の
山
を
支
配
す
る

の
は
ユ
ダ
ヤ
人
な
の
か
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
な
の
か
、
と
い
っ
た

ぐ
あ
い
に
」

　
（
９
）。

　

以
上
の
分
析
か
ら
次
の
こ
と
が
わ
か
る
。
パ
レ
ス
チ
ナ
と
イ

ス
ラ
エ
ル
の
紛
争
と
い
う
調
停
し
が
た
い
領
土
の
争
い
の
な
か

で
、
い
わ
ゆ
る
宗
教
的
要
素
は
、
け
っ
し
て
単
独
で
現
れ
た
り
、

局
部
的
に
作
用
し
た
り
す
る
も
の
で
は
な
く
、「
紛
争
全
体
に
独

特
な
雰
囲
気
」
を
醸
し
だ
し
、
領
土
問
題
、
民
族
間
の
矛
盾
、
経

済
的
利
益
、
政
治
的
相
違
、
文
化
的
差
異
な
ど
の
よ
う
な
、
そ

の
他
の
多
く
の
紛
争
の
要
素
を
、
す
べ
て
そ
の
な
か
に
覆
っ
て

し
ま
う
。
そ
し
て
、
い
ず
れ
も
、
あ
る
程
度
、
宗
教
的
要
素
の

重
要
な
影
響
に
よ
っ
て
浸
透
さ
れ
、
そ
の
制
約
を
受
け
る
こ
と

は
免
れ
な
い
。
国
際
的
に
焦
点
と
な
っ
た
問
題
と
重
大
な
紛
争

に
関
す
る
研
究
に
つ
い
て
い
え
ば
、
も
し
パ
レ
ス
チ
ナ
と
エ
ル

サ
レ
ム
の
領
土
の
争
い
を
一
典
型
と
し
て
み
れ
ば
、
こ
こ
で
明

ら
か
に
し
て
い
る
「
宗
教
的
要
素
お
よ
び
そ
の
影
響
の
浸
透
性
」

は
、「
宗
教
的
背
景
や
雰
囲
気
」
の
、
国
際
的
に
焦
点
と
な
っ
た

問
題
と
重
大
な
紛
争
へ
の
影
響
の
所
在
を
よ
り
深
く
理
解
す
る

上
で
、
は
た
し
て
役
立
つ
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
実
証
す
る
た

め
に
、
続
け
て
別
の
実
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
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ア
メ
リ
カ
は
、
ブ
ッ
シ
ュ
が
言
う
よ
う
に
、
神
か
ら
の
特
別

な
使
命
、
す
な
わ
ち
世
界
中
に
自
由
と
民
主
主
義
を
伝
え
る
と

い
う
使
命
を
賦
与
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
オ
ル
ブ
ラ

イ
ト（M

adeleine A
lbright

）が
、
近
著『
強
国
与
全
能
的
上
帝

│

美
国
、
上
帝
和
世
界
事
務
沈
思（
強
国
と
全
能
の
神

│
ア
メ
リ
カ
、

神
と
世
界
の
問
題
の
思
索
）』で
省
み
て
い
る
問
題
で
あ
る
。
宗
教
的

伝
統
の
「
ア
メ
リ
カ
的
な
視
点
」
へ
の
影
響
、
キ
リ
ス
ト
教
右
派

の
ア
メ
リ
カ
の
政
策
へ
の
影
響
、
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
の
九
・
一
一

米
同
時
多
発
テ
ロ
事
件
へ
の
対
応
の
成
否
、
イ
ラ
ク
戦
争
の
挑

戦
、
お
よ
び
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
重
要
性
な
ど
、
多
方
面
か
ら

の
考
察
と
分
析
を
通
じ
て
、
こ
の
ア
メ
リ
カ
元
国
務
長
官
は
次

の
よ
う
に
結
論
し
て
い
る
。「
ア
メ
リ
カ
の
政
策
決
定
者
は
、
他

人
を
あ
お
り
立
て
た
り
、
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
行
動
の
受
容
の
可

能
性
を
は
や
し
た
て
た
り
す
る
等
の
面
に
お
い
て
、
宗
教
が
も

つ
力
と
作
用
を
理
解
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、
宗
教
と
政
治

は
た
ん
に
切
り
離
せ
な
い
ば
か
り
か
、
両
者
は
結
合
さ
れ
、
適

宜
利
用
さ
れ
て
お
り
、
一
つ
の
正
義
と
平
和
の
勢
力
と
す
る
こ

と
も
で
き
る（10
）」。

　

ド
イ
ツ
の
ゲ
ア
ハ
ル
ト
・
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
前
首
相
は
次
の
よ

う
に
振
り
返
る
。
九
・
一
一
米
同
時
多
発
テ
ロ
事
件
後
、
ブ
ッ

シ
ュ
大
統
領
は
、
我
々
と
何
度
も
会
見
す
る
な
か
で
、
重
ね
て

自
分
は
敬
虔
な
信
徒
で
あ
り
、
最
高
の
権
力
者
で
あ
る
神
の
思

し
召
し
に
し
か
服
従
し
な
い
、
と
述
べ
て
い
た
。
ブ
ッ
シ
ュ
大

統
領
は
、
二
〇
〇
二
年
一
月
二
九
日
の
演
説
の
な
か
で
、
そ
の

ほ
と
ん
ど
を
『
聖
書
』
に
よ
る
言
葉
を
用
い
な
が
ら
、
イ
ラ
ク
、

イ
ラ
ン
お
よ
び
北
朝
鮮
を
「
悪
の
枢
軸
国
」
と
し
、
そ
れ
ら
は
ア

メ
リ
カ
の
次
な
る
軍
事
攻
撃
の
目
標
で
あ
る
と
公
言
し
た
。
シ

ュ
レ
ー
ダ
ー
前
首
相
は
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
個
人

の
生
活
に
つ
い
て
言
え
ば
、
も
し
あ
る
敬
虔
な
信
徒
が
祈
り
に

よ
っ
て
そ
の
自
ら
の
行
為
を
決
定
づ
け
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は

理
解
で
き
る
。
し
か
し
、ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
が
公
言
す
る
よ
う
に
、

そ
の
政
治
の
政
策
決
定
の
合
法
性
が
、
神
の
思
し
召
し
か
ら
き

て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
大
問
題
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
、他
人
か
ら
の
批
判
が
許
さ
れ
ず
、ま
し
て
や
、

他
人
と
の
意
見
交
換
を
通
じ
て
変
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
か

ら
で
あ
る
。
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
前
首
相
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
反
省
し
て
い
る
。我
（々
お
も
に
Ｅ
Ｕ
の
首
脳
を
指
す
）は
、

み
な
ア
メ
リ
カ
の
宗
教
、
お
よ
び
そ
の
道
徳
説
教
の
役
割
を
過
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小
評
価
し
す
ぎ
た
よ
う
で
あ
る
。
新
保
守
主
義
の
知
識
人
や
キ

リ
ス
ト
教
原
理
主
義
者
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
政
治
集
団
は
、

ア
メ
リ
カ
国
内
の
政
治
や
大
統
領
に
強
大
な
影
響
力
を
も
ち
、

「
ブ
ッ
シ
ュ
個
人
の
妖
怪
化
」
が
、
批
判
的
態
度
を
も
ち
な
が
ら
、

我
々
が
こ
の
政
治
集
団
に
つ
い
て
研
究
す
る
こ
と
を
妨
げ
て
し

ま
っ
た
の
だ
、
と（11
）。

　

５　

宗
教
的
要
素
と
そ
の
影
響
の
深
層
性

　

宗
教
の
文
化
の
深
層
へ
の
影
響
に
つ
い
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、

以
前
か
ら
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。「
究
極
の
関
わ
り
と
し

て
の
宗
教
は
、
文
化
的
意
義
を
付
与
さ
れ
た
本
体
で
あ
り
、
文

化
と
は
、
宗
教
の
基
本
的
関
心
が
自
己
を
表
現
す
る
形
式
の
総

和
で
あ
る
。
か
い
つ
ま
ん
で
言
え
ば
、
宗
教
は
、
文
化
の
本
体

で
あ
り
、
文
化
は
宗
教
の
形
式
で
あ
る
（
12
）」

と
。
彼
は
次
の
よ
う
に

説
明
し
て
い
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
的
行
為
は
、
そ
れ
が
個
々

の
内
心
の
活
動
で
あ
れ
、
組
織
的
な
集
団
行
為
で
あ
れ
、
い
ず

れ
も
文
化
を
表
現
形
式
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、

さ
ま
ざ
ま
な
文
化
的
活
動
は
、
た
と
え
、
人
類
の
精
神
の
理
論

的
機
能
あ
る
い
は
実
践
的
機
能
か
ら
お
こ
っ
た
も
の
で
あ
っ
た

と
し
て
も
、
い
ず
れ
も
究
極
の
関
わ
り
を
反
映
し
な
い
も
の
は

皆
無
な
の
で
あ
る
。

　

宗
教
的
伝
統
と
い
う
文
化
的
意
義
や
社
会
的
機
能
の
研
究
に

つ
い
て
言
え
ば
、
こ
こ 

三
十
年
間
、
最
も
重
視
さ
れ
て
き
た
理

論
的
成
果
は
、
お
そ
ら
く
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
・
ギ
ア
ツ
（C

lifford 

G
eertz

）
が
提
起
し
た
「
文
化
の
意
味
の
パ
タ
ー
ン
理
論
」
で
あ
ろ

う
。
こ
の
理
論
は
、
堅
実
な
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
や
透
徹
し
た

ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
に
も
と
づ
い
て
、「
象
徴
的
意
味
シ
ス
テ
ム
と

し
て
の
宗
教
的
伝
統
」
が
、
い
か
に
し
て
蓄
積
さ
れ
、
あ
る
文
化

の
地
域
の
世
界
観
と
価
値
観
を
形
成
し
、
無
意
識
に
感
化
し
な

が
ら
、
あ
る
民
族
集
団
や
社
会
集
団
の
生
活
の
心
理
的
傾
向
お

よ
び
行
為
の
動
機
に
影
響
を
お
よ
ぼ
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う

問
題
を
、
よ
り
具
体
的
に
、
そ
し
て
よ
り
深
く
、
明
ら
か
に
し

て
い
る
。
ギ
ア
ツ
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。「
あ
る
宗
教
は
、

（
ａ
）
一
つ
の
象
徴
的
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
そ
の
役
割
は
、（
ｂ
）

人
々
の
な
か
に
強
力
か
つ
普
遍
的
で
、
持
続
的
な
情
緒
と
動
機

を
つ
く
り
出
す
こ
と
に
あ
り
、
そ
の
手
法
は
、（
ｃ
）
存
在
す
る

あ
ら
ゆ
る
秩
序
の
多
く
の
観
念
を
系
統
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ

と
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、（
ｄ
）
こ
れ
ら
の
観
念
に
実
在
性
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を
賦
与
し
、
こ
の
よ
う
な
雰
囲
気
は
、（
ｅ
）
先
述
の
意
義
に
お

け
る
情
緒
や
動
機
を
、
見
た
と
こ
ろ
、
唯
一
、
真
実
の
も
の
で

あ
る
か
の
よ
う
に
し
て
し
ま
う
こ
と
に
あ
る
」と（13
）。

　

以
上
の
研
究
成
果
は
、
必
ず
し
も
完
璧
な
も
の
と
は
い
え
な

い
し
、
あ
る
い
は
、「
宗
教
的
決
定
論
」
の
た
ぐ
い
の
理
論
的
ミ

ス
を
犯
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
合
理
的
な
内
容
に

つ
い
て
言
え
ば
、
間
違
い
な
く
啓
発
性
に
富
む
も
の
で
あ
る
。

二
つ
の
基
本
的
理
論
の
探
究
の
角
度
、
つ
ま
り
宗
教
的
信
仰
の

「
本
質
」
と
「
機
能
」
か
ら
、
宗
教
的
要
素
お
よ
び
そ
の
影
響
に
つ

い
て
の
認
識
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
先
の
議
論

か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
宗
教
的
要
素
と
は
、

た
ん
に
、
あ
る
宗
教
そ
の
も
の
を
指
す
の
で
は
な
く
、
数
多
く

の
異
な
る
宗
教
的
信
仰
の
人
類
文
化
や
、
社
会
生
活
の
分
野
に

お
け
る
反
映
、
あ
る
い
は
表
現
を
広
く
指
す
も
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
宗
教
的
要
素
の
影
響
と
は
、
お
も
に
宗
教
的
信
仰
の
文

化
的
機
能
や
社
会
的
役
割
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
学
理
か
ら
言

え
ば
、
物
事
の
機
能
や
役
割
は
そ
の
本
質
に
よ
っ
て
決
定
づ
け

ら
れ
、
現
実
の
社
会
生
活
に
お
け
る
宗
教
的
要
素
も
そ
う
で
あ

る
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
比
較
研
究
か
ら
言
え
ば
、

さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
的
信
仰
は
、「
究
極
の
関
わ
り
」
と
し
て
定
義

で
き
る
し
、
あ
る
い
は
通
俗
の
概
念
か
ら
言
え
ば
、
究
極
性
、

絶
対
性
や
神
聖
性
を
も
つ
世
界
観
、
人
生
観
や
価
値
観
を
指
し

て
い
る
と
い
え
る
。
し
て
み
る
と
、
本
論
文
で
探
究
し
よ
う
と

す
る
宗
教
的
要
素
お
よ
び
そ
の
影
響
の
深
層
性
を
理
解
す
る
の

は
さ
し
て
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
「
深
層
性
」
と
い
う
語
を
用
い
た
の
は
、
お
も
に
次
の

こ
と
を
強
調
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
宗
教
的
要
素
は
、
宗

教
的
信
仰
の
現
実
の
反
映
、
あ
る
い
は
社
会
的
表
現
で
あ
る
が

ゆ
え
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
の
世
界
や
人
生
に
対
す
る
根
本
的

な
見
方
や
そ
の
価
値
の
志
向
性
を
深
く
含
ん
で
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
よ
う
な
要
素
は
、
深
層
の
次
元
や
根
底
か
ら
、
人

類
の
政
治
、
経
済
や
文
化
活
動
、
と
り
わ
け
、
社
会
団
体
、
党
派
、

人
種
、
民
族
、
国
家
、
国
連
や
国
際
組
織
な
ど
の
よ
う
な
、
濃

厚
な
宗
教
的
伝
統
や
、
信
仰
的
雰
囲
気
に
お
か
れ
た
社
会
的
行

為
の
主
体
に
、
無
視
で
き
な
い
重
要
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。

宗
教
的
要
素
の
こ
の
よ
う
な
深
層
へ
の
影
響
は
、
宗
教
的
要
素

お
よ
び
そ
の
影
響
が
、
何
を
も
っ
て
蓄
積
性
、
瀰
漫
性
、
浸
透

性
を
そ
な
え
る
の
か
、
と
い
う
先
に
挙
げ
た
三
つ
の
特
性
を
、
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よ
り
正
確
に
理
解
さ
せ
て
く
れ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
と
同
時

に
、
宗
教
的
要
素
の
冷
戦
後
、
国
際
的
に
焦
点
と
な
っ
た
問
題

と
重
大
な
紛
争
へ
の
影
響
の
所
在
に
つ
い
て
、
よ
り
深
く
認
識

さ
せ
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

６　

未
成
熟
で
簡
潔
な
結
論

　

こ
れ
ま
で
二
十
数
年
間
、
私
は
お
も
に
宗
教
学
理
論
と
方
法
、

お
よ
び
宗
教
哲
学
と
い
う
二
つ
の
分
野
の
研
究
に
取
り
組
ん
で

き
た
。
し
た
が
っ
て
、
あ
り
ふ
れ
た
、
あ
る
い
は
強
烈
と
も
い

え
る
、
理
論
に
対
す
る
興
味
か
ら
先
の
四
つ
の
特
性
を
考
察
し

た
。
私
が
考
え
る
に
、
も
し
こ
の
四
つ
の
特
性
が
成
り
立
て
ば
、

こ
の
よ
う
な
学
理
的
な
考
察
は
、
も
し
か
す
る
と
、
長
く
風
靡

し
た
、
宗
教
衰
亡
論
、
政
教
分
離
論
、
宗
教
信
仰
私
人
化
論
、

宗
教
世
俗
化
理
論
、
宗
教
市
場
化
理
論
な
ど
の
よ
う
な
宗
教
的

観
点
を
、
方
法
論
上
か
ら
反
省
す
る
上
で
役
立
つ
か
も
し
れ
な

い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、こ
れ
ら
の
観
点
は
、宗
教
的
要
素
の
冷
戦
後
、

多
く
の
国
際
的
に
焦
点
と
な
っ
た
問
題
や
重
大
な
衝
突
に
対
す

る
多
大
な
影
響
を
説
明
で
き
な
か
っ
た
だ
け
で
な
く
、
長
期
に

わ
た
っ
て
、
宗
教
的
信
仰
の
社
会
的
役
割
や
文
化
的
機
能
を
軽

視
し
、
ひ
い
て
は
無
視
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

　

以
上
は
、
簡
潔
な
報
告
で
あ
り
、
未
成
熟
な
試
論
で
も
あ
る
。

専
門
家
、
研
究
者
の
皆
様
方
の
忌
憚
の
な
い
ご
意
見
、
ご
批
判

を
賜
り
た
い
。
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問
題（
当
面
の

国
際
関
係
研
究
に
お
け
る
若
干
の
重
点
問
題
）」『
世
界
経
済
与

政
治
』、
二
〇
〇
〇
年
第
九
期
を
参
照
。

（
２
）  

陸
忠
偉
著「
国
際
衝
突
中
的
宗
教
因
素（
国
際
紛
争
に
お
け
る
宗

教
的
要
素
）」、
中
国
現
代
国
際
関
係
研
究
所
民
族
与
宗
教
研
究

中
心
著『
世
界
宗
教
問
題
大
聚
焦（
世
界
宗
教
問
題
の
大
き
な
焦

点
）』、
北
京
、
時
事
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
、「
序
」、
一
‐
二

ペ
ー
ジ
を
参
照
。

（
３
）  

有
名
な
カ
ナ
ダ
の
国
際
政
治
学
者
で
あ
る
Ｋ
・
Ｊ
・
ホ
ル
ス
テ
ィ

（K
alevi J.H

olsti

）
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。「
数
年
前
、

衝
突
、
危
機
や
戦
争
の
研
究
者
た
ち
は
、
あ
る
共
通
認
識
に
達

し
た
。
そ
れ
は
単
一
の
原
因
に
よ
る
説
明
は
、
理
論
上
で
あ
ろ

う
と
、
経
験
上
で
あ
ろ
う
と
不
十
分
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ

る
。」（
ホ
ル
ス
テ
ィ
著
『
平
和
与
戦
争
：
一
六
八
四
‐
一
九
八

九
年
的
武
装
衝
突
与
国
際
秩
序
』、
王
浦
劬
等
訳
、
北
京
、
北

京
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
、
三
ペ
ー
ジ
。

（
４
）  
ド
ー
ソ
ン
の
上
述
の
観
点
は
、
詳
し
く
は『
進
歩
と
宗
教
』、『
宗



129

「東洋学術研究」第49巻第１号

宗教の社会的役割と文化的機能に関する再認識

教
と
近
代
国
家
』、『
宗
教
と
文
化
』、『
中
世
記
論
文
集
』、『
宗

教
と
西
洋
文
化
の
発
祥
』
な
ど
多
数
の
著
作
を
参
照
。
ま
た
、

拙
著『
宗
教
と
文
化
学
導
論
』第
四
章「
ド
ー
ソ
ン
の
文
化
史
学
」

も
参
照
。

（
５
）『
国
際
宣
教
研
究
学
報
』（International Bulletin of M

issionary 
Research

）、
二
〇
〇
一
・
一
。

（
６
）  Em

ile D
urkheim

, The Elem
entary Form

s of the Religious Life, 
N

ew
 York : The Free Press, 1965 , p.62 .

（
７
）  J.M

ilton.Y
inger, The Scientific Study of Religion, N

ew
 York : 

The M
acm

illan C
om

pany, 1970 , p.7 .

（
８
）  Paul Tillich, Theology of C

ulture, O
xford : O

xford U
niversity 

Press, 1959 , pp.7 -8 .

（
９
）  

サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
著
『
我
們
是
誰
？
美
国
在
国
家

認
同
問
題
上
面
臨
的
挑
戦
』（
訳
者
注

│
原
著
は
、W

ho are 
w

e?　

邦
訳
は
、
鈴
木
主
税
訳
『
分
断
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ

│
ナ

シ
ョ
ナ
ル
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
危
機
』、
集
英
社
。
引
用
文

の
日
訳
は
邦
訳
四
九
三
ペ
ー
ジ
に
拠
っ
た
）、程
克
雄
訳
、北
京
、

新
華
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
、
二
九
七
ペ
ー
ジ
参
照
。

（
10
）  M

adeleine A
lbright, The M

ighty &
 the Alm

ighty : Reflections 
on Am

erican, G
od and W

orld Affairs, N
ew

 York : H
arper 

C
ollins Publishers, 2006 , A

bstract.

（
11
）
以
上
の
概
述
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
ゲ
ア
ハ
ル
ト
・
シ
ュ
レ
ー

ダ
ー
著『
抉
択

│
我
的
政
治
生
涯（
選
択
し
た
私
の
政
治
の
キ

ャ
リ
ア
）』、
徐
静
華
・
李
越
訳
、
上
海
、
訳
林
出
版
社
、
二
〇

〇
七
年
、
第
四
章「
九
・
一
一
事
件
及
其
後
果（
米
同
時
多
発
テ

ロ
事
件
と
そ
の
後
の
悪
し
き
結
果
）」
を
参
照
。
筆
者
が
お
も
に

依
拠
し
た
の
は
、
九
一
、
一
一
〇
、
一
一
三
ペ
ー
ジ
。

（
12
）Paul Tillich, Theology of C

ulture, p.42 .

（
13
）  C

lifford G
eertz, The Interpretation of C

ultures, N
ew

 York : 
B

asic B
ooks, Inc., Publishers, 1973 , p.90 . 

（
ち
ょ
う　

し
ご
う
／
北
京
大
学
宗
教
文
化
研
究
院
院
長
）

（
訳
・
お
お
え　

へ
い
わ
／
東
洋
哲
学
研
究
所
委
嘱
研
究
員
）


