
序
　
再
活
性
化
し
た
宗
教

二
一
世
紀
初
頭
以
来
、
宗
教
の
回
帰
現
象
、
あ
る
い
は
再
活
性
化
の
兆
し
が

世
界
各
地
で
観
察
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た（

1
）

。
た
し
か
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

キ
リ
ス
ト
教
会
だ
け
を
見
れ
ば
、
礼
拝
参
加
者
は
減
少
と
高
齢
化
の
一
途
を
辿

っ
て
い
る（

2
）

。
教
区
の
統
合
や
聖
職
者
の
削
減
が
避
け
ら
れ
ず（

3
）

、
教
会
堂
が
売

却
さ
れ
、
イ
ス
ラ
ム
寺
院
に
改
築
さ
れ
る
こ
と
さ
え
あ
る
。
し
か
し
世
界
に
目

を
転
ず
れ
ば
、
ア
フ
リ
カ
で
は
現
在
、
キ
リ
ス
ト
教
史
上
、
空
前
絶
後
の
勢
い

で
信
者
数
が
増
加
し
て
お
り
、
一
九
六
五
年
か
ら
二
〇
〇
一
年
ま
で
の
間
に
、

キ
リ
ス
ト
教
信
者
の
割
合
は
二
五
％
か
ら
四
六
％
に
増
加
し
た
と
い
う
報
告
も

あ
る（

4
）

。
韓
国
を
は
じ
め
と
す
る
ア
ジ
ア
諸
国
へ
の
キ
リ
ス
ト
教
の
浸
透
や
、

ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ペ
ン
テ
コ
ス
テ
派
の
拡
大
も
明
ら
か
に
一
時
現
象

で
は
片
付
け
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
教
会
離
れ
は
む

し
ろ
キ
リ
ス
ト
教
の
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

、
、
、
、
、
、

化（
5
）

の
過
程
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
し

て
こ
れ
を
補
う
か
の
よ
う
に
、
世
俗
化
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
に
は
何
百
万

人
と
い
う
規
模
で
イ
ス
ラ
ム
教
徒
が
定
住
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
宗
教
分
布
に
占

め
る
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
割
合
は
急
速
に
増
加
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
一
国
だ
け
で

現
在
一
六
〇
以
上
の
モ
ス
ク
が
新
た
に
計
画
な
い
し
建
設
さ
れ
て
い
る
と
い

う（
6
）

。い
っ
た
ん
は
脱
宗
教
化
し
た
は
ず
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
は
、
こ
う
し
た
現
象

に
直
面
し
、
あ
ら
た
め
て
そ
の
自
己
理
解
を
問
い
直
さ
れ
て
い
る
。
無
神
論
を

含
む
信
教
の
自
由
、
宗
派
選
択
の
自
由
、
信
仰
表
現
の
自
由
を
、
か
つ
て
カ
ト

リ
ッ
ク
教
会
か
ら
勝
ち
取
っ
て
き
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
社
会
は
、
そ
の
同
じ

権
利
を
他
の
宗
教
に
認
め
る
段
に
な
っ
て
、
み
ず
か
ら
の
キ
リ
ス
ト
教
的
出
自

を
は
た
と
思
い
出
し
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
近
年
ス
イ
ス
で
は
国
民
投
票
に
よ

っ
て
ミ
ナ
レ
ッ
ト
の
新
規
建
設
が
禁
止
さ
れ
た（

7
）

。
ま
た
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
公

共
の
場
所
で
の
ブ
ル
カ
着
用
を
禁
止
す
る
法
案
が
可
決
さ
れ
た（

8
）

。
両
国
の
政

治
文
化
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
で
も
と
く
に
強
固
な
個
人
主
義
と
人
民
主
権
の

伝
統
を
受
け
継
い
で
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
否
、
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、

世
俗
社
会
と
宗
教
共
同
体
の
理
念
上
の
境
界
線
に
実
定
法
上
の
表
現
が
与
え
ら

れ
る
に
い
た
っ
た
と
い
え
る
。

も
ち
ろ
ん
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
が
異
な
る
宗
教
伝
統
の
拡
大
に
神
経
を
と
が
ら

せ
る
の
は
、
単
に
キ
リ
ス
ト
教
文
化
圏
の
心
理
的
防
衛
反
応
に
よ
る
も
の
で
は

な
い
。
背
景
に
は
世
界
宗
教
の
原
理
主
義
化
と
、
そ
の
暴
力
的
潜
在
力
に
対
す
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る
警
戒
が
あ
る
。
た
と
え
ば
二
〇
〇
五
年
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
新
聞
に
掲
載
さ
れ

た
ム
ハ
ン
マ
ド
の
風
刺
画（

9
）

は
、
大
使
の
本
国
召
還
、
デ
ン
マ
ー
ク
製
品
の
不

買
運
動
、
通
商
関
係
の
停
止
、
さ
ら
に
は
領
事
館
へ
の
襲
撃
、
放
火
、
自
爆
テ

ロ
な
ど
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
の
原
則
と
常
識
か
ら
す
れ
ば
、
風
刺
画
が
も
た
ら

す
帰
結
と
し
て
は
到
底
容
認
し
え
な
い
規
模
と
手
段
で
の
抗
議
運
動
を
呼
び
起

こ
し
た
。

こ
う
し
た
中
で
近
年
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
（『
世
俗
時
代
』

（
10
）

、
二
〇

〇
七
年
）、
ウ
ル
リ
ヒ
・
ベ
ッ
ク
（『
自
分
自
身
の
神
―
宗
教
の
平
和
創
造
力
と

暴
力
的
潜
在
力
』

（
11
）

、
二
〇
〇
八
年
）、
テ
リ
ー
・
イ
ー
グ
ル
ト
ン
（『
理
性
、
信

仰
、
革
命
―
神
論
争
に
つ
い
て
の
省
察
』

（
12
）

、
二
〇
一
〇
年
）
と
い
っ
た
異
な
る

専
門
分
野
の
著
名
な
論
者
た
ち
が
、
現
代
に
お
け
る
宗
教
の
役
割
を
再
考
す
る

著
作
を
あ
い
つ
い
で
発
表
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
に
論
点
は
異
な
る
が
、
近
代
化
が

単
純
な
脱
宗
教
化
の
過
程
と
は
見
な
し
得
な
い
と
い
う
認
識
は
、
い
ず
れ
の
著

作
に
も
共
通
し
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
主
張
は
進
み
す
ぎ
た
合
理
化
に
抵
抗
す

る
ロ
マ
ン
派
的
保
守
主
義
の
立
場
か
ら
発
せ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
彼

ら
は
専
門
や
立
場
こ
そ
違
え
、
い
ず
れ
も
近
代
の
啓
蒙
主
義
が
掲
げ
た
理
念
の

支
持
者
で
あ
り
、
最
終
的
に
は
理
性
の
力
に
希
望
を
託
し
て
い
る
。
そ
の
彼
ら

が
、
む
し
ろ
啓
蒙
主
義
の
理
念
を
実
現
す
る
た
め
に
こ
そ
、
宗
教
が
発
す
る
メ

ッ
セ
ー
ジ
に
耳
を
傾
け
る
必
要
が
あ
る
と
主
張
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

現
代
は
も
ち
ろ
ん
単
な
る
宗
教
復
活
の
時
代
で
は
あ
り
え
な
い
が
、
啓
蒙
的

理
性（

13
）

と
宗
教
の
関
係
を
再
定
義
し
、
両
者
の
自
己
理
解
と
対
話
を
深
化
し
て

い
く
べ
き
時
代
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。
以
下
の
小
論
で
は
、
主
と
し
て

「
規
範
」
の
問
題
に
焦
点
を
あ
て
な
が
ら
、
そ
も
そ
も
近
代
の
啓
蒙
的
理
性
は
、

な
ぜ
宗
教
か
ら
離
脱
し
、
そ
の
際
、
規
範
の
根
拠
づ
け
に
関
し
て
ど
の
よ
う
な

課
題
が
残
さ
れ
た
の
か
（
第
一
節
）、
そ
の
課
題
を
カ
ン
ト
は
ど
の
よ
う
に
解

決
し
（
第
二
節
）、
そ
の
後
、
近
代
化
と
世
俗
化
は
ど
の
よ
う
な
関
係
を
保
っ

て
進
ん
だ
の
か
（
第
三
節
）
を
振
り
返
っ
て
み
た
い
。
そ
し
て
世
俗
化
し
た
社

会
と
、
現
代
に
お
け
る
宗
教
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ

ス
の
分
析
を
紹
介
し
た
の
ち
（
第
四
節
）、
今
後
め
ざ
す
べ
き
方
向
に
つ
い
て

論
じ
て
み
た
い
（
結
語
）。

第
一
節
　
啓
蒙
的
理
性
の
宗
教
か
ら
の
離
脱

啓
蒙
的
理
性
の
宗
教
か
ら
の
離
脱
は
近
代
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
的
世
界
像

の
解
体
に
由
来
し
、
今
日
に
お
け
る
宗
教
の
再
活
性
化
に
も
、
こ
の
こ
と
が
遠

く
響
い
て
い
る
。
そ
こ
で
最
初
に
、
そ
の
事
情
を
簡
単
に
述
べ
て
お
き
た
い
。

神
が
自
ら
の
意
志
に
よ
っ
て
天
地
と
人
を
創
造
し
、
自
ら
の
計
画
実
現
の
た

め
に
一
つ
の
民
を
選
び
、
そ
の
民
と
の
契
約
に
基
づ
い
て
個
人
の
行
動
を
律
す

る
と
す
れ
ば
、
自
然
と
共
同
体
と
個
人
を
律
す
る
法
則
は
相
互
に
緊
密
に
関
連

し
合
い
、
連
続
性
を
保
ち
う
る
。
そ
こ
で
は
あ
ら
ゆ
る
現
象
を
、
自
然
の
創
造

者
で
あ
り
人
類
の
救
済
者
で
も
あ
る
神
の
「
目
的
」
を
「
原
因
」
と
し
て
演
繹

で
き
る
。
世
界
全
体
が
、
い
わ
ば
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
四
原
因
の
う
ち
目
的
因

を
究
竟
因
と
す
る
説
明
体
系
に
矛
盾
な
く
組
み
こ
ま
れ
う
る
。

し
か
し
近
代
科
学
と
と
も
に
、
ま
ず
は
自
然
現
象
に
つ
い
て
の
記
述
が
こ
の

説
明
体
系
か
ら
離
脱
す
る
。
そ
し
て
こ
の
一
角
が
崩
れ
る
と
、
や
が
て
共
同
体

に
つ
い
て
の
説
明
も
無
傷
で
は
す
ま
な
く
な
る
。
な
ん
と
い
っ
て
も
王
権
神
授

説
は
、
君
主
の
支
配
権
を
神
か
ら
ア
ダ
ム
に
、
そ
し
て
代
々
の
王
た
ち
に
委
ね

ら
れ
た
特
権
と
し
て
正
当
化
し
て
い
た
か
ら
だ（

14
）

。
人
が
生
ま
れ
な
が
ら
親
に

啓
蒙
的
理
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従
属
し
、
君
主
に
服
従
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
論
拠
が
こ
の
創
造
神
話
に
あ
る

な
ら
ば
、
近
代
理
性
が
そ
れ
を
覆
す
の
は
容
易
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
覆
す
こ
と
よ
り
は
る
か
に
困
難
だ
っ
た
の
は
、
そ
こ
で
生
じ
た
空

白
を
近
代
理
性
が
み
ず
か
ら
の
手
で
埋
め
合
わ
せ
る
こ
と
だ
っ
た
。
王
権
が
神

授
の
も
の
で
な
い
と
す
れ
ば
、
で
は
主
権
者
は
い
っ
た
い
誰
が
、
ど
の
よ
う
な

理
由
か
ら
作
り
だ
し
た
の
か
。
法
や
道
徳
は
、
も
し
神
の
命
令
で
な
い
と
す
れ

ば
、
ど
こ
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
生
じ
て
き
た
の
か
。
な
ぜ
人
間
は
自
ら
の
自
由

を
縛
る
よ
う
な
規
範
を
自
発
的
に
作
り
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
、
ま
た
作
り

出
し
う
る
の
か
。

神
な
き
時
代
に
あ
っ
て
も
、
人
間
と
そ
の
集
団
は
た
え
ず
超
越
的
命
令
者
を

求
め
よ
う
と
す
る
。
で
は
近
代
理
性
は
、
神
な
き
時
代
の
超
越
者
を
、
み
ず
か

ら
の
手
で
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
大
き
な
障
壁
と
な
っ

た
の
は
、
近
代
科
学
に
方
法
上
の
範
を
と
っ
た
近
代
理
性
が
目
的
論
で
は
な
く

因
果
論
を
、
超
越
論
で
は
な
く
内
在
論
を
、
自
ら
が
使
用
を
許
さ
れ
た
唯
一
の

武
器
と
み
な
し
た
こ
と
だ
っ
た
。
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
目
的
論
で
は
な
く
因
果

論
に
よ
っ
て
、
超
越
論
で
は
な
く
内
在
論
に
よ
っ
て
「
超
越
者
」
を
演
繹
で
き

る
の
か
。
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
「
上
位
」
の
も
の
を
「
下
位
」
の
も
の
か
ら
、

あ
る
い
は
「
未
来
」
に
設
定
さ
れ
た
目
標
を
「
過
去
」
の
経
験
か
ら
導
き
出
せ

る
の
か
。
こ
れ
が
近
代
哲
学
が
解
決
す
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
た
難
問
だ
っ
た
。

イ
ギ
リ
ス
経
験
論
哲
学
は
、
こ
の
問
い
に
二
通
り
の
仕
方
で
回
答
し
た
。
第

一
は
ホ
ッ
ブ
ズ
や
ロ
ッ
ク
に
み
ら
れ
る
契
約
論
で
あ
り
、
第
二
は
ス
ミ
ス
や
ヒ

ュ
ー
ム
な
ど
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
派
の
道
徳
感
情
論
だ
。
両
派
は
、
規
範

発
生
の
必
然
性
を
時
間
の
中
で
、
因
果
論
的
に
跡
付
け
よ
う
と
し
た
点
で
は
共

通
し
て
い
た
。
た
だ
し
彼
ら
が
規
範
を
生
む
動
因
と
し
て
選
ん
だ
基
本
欲
求
は

対
照
的
だ
っ
た
。

三
十
年
戦
争
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
内
戦
を
目
の
当
た
り
に
し
て
き
た
一
七
世
紀

の
知
識
人
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
人
間
の
基
本
欲
求
を
な
に
よ
り
も
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ

ク
な
自
己
保
存
本
能
に
求
め
た
。
そ
し
て
相
互
不
信
の
体
系
た
る
「
万
人
の
万

人
に
対
す
る
戦
争
」
状
態
か
ら
、
理
性
法
の
自
発
的
制
定
を
演
繹
し
よ
う
と
し

た（
15
）

。
超
越
的
権
力
を
自
己
保
存
本
能
と
い
う
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
計
算
か
ら
、
す

な
わ
ち
下
か
ら
上
に
向
か
っ
て
演
繹
し
た
の
だ
。

他
方
、
利
益
追
求
型
の
商
業
社
会
の
到
来
を
感
じ
と
っ
て
い
た
一
八
世
紀
の

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
派
は
、
利
他
的
行
動
に
も
報
酬
を
与
え
る
よ
う
な
互
恵

的
信
頼
体
系
た
る
社
会
の
存
在
を
信
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
社
会
的
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
内
で
の
承
認
欲
求
を
、
人
間
行
動
の
基
本
動
機
に
据
え
た
。
こ
の

よ
う
に
彼
ら
は
ホ
ッ
ブ
ズ
と
は
正
反
対
の
前
提
か
ら
出
発
し
た
が
、
そ
れ
で
も

ホ
ッ
ブ
ズ
と
同
様
、
人
間
の
基
本
欲
求
か
ら
規
範
の
生
成
を
演
繹
す
る
こ
と
が

で
き
た
。
人
間
の
欲
望
は
自
ら
の
欲
望
を
制
限
す
る
規
範
を
自
発
的
に
求
め
う

る
と
い
う
こ
と
を
、
欲
望
自
身
の
内
部
か
ら
合
理
的
に
推
論
し
よ
う
と
し
た
の

だ
。
し
か
し
彼
ら
の
解
決
は
と
も
に
二
つ
の
難
点
を
含
ん
で
い
た
。

そ
れ
は
（
Ａ
）
規
範
生
成
の
基
本
動
機
を
人
間
の
自
己
利
益
追
求
行
動
に
求

め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
も
そ
も
規
範
と
い
う
も
の
が
も
っ
て
い
る
超
越
的
性

格
の
一
部
を
犠
牲
に
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
。
法
の
支
配
に
よ
ら
な
く
て

も
自
己
の
生
存
を
確
保
で
き
る
人
が
な
ぜ
法
を
定
立
し
な
け
れ
ば
自
己
の
生
存

が
危
う
く
な
る
と
い
う
推
論
に
同
意
す
る
の
か
を
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
合
理
的
に
は

説
明
で
き
な
い
。
ま
た
世
間
の
評
判
を
気
に
す
る
こ
と
な
く
自
己
を
主
張
す
る

覚
悟
の
あ
る
人
が
、
な
ぜ
社
会
的
規
範
の
尊
重
が
必
要
不
可
欠
な
こ
と
だ
と
感

じ
う
る
の
か
を
、
ス
ミ
ス
は
合
理
的
に
は
説
明
で
き
な
い
。
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そ
し
て
も
う
一
つ
は
（
Ｂ
）
彼
ら
が
因
果
連
鎖
と
み
な
し
た
も
の
の
な
か
に
、

一
見
目
立
た
な
い
形
で
様
々
な
目
的
連
鎖
が
混
入
し
て
い
た
こ
と
だ
っ
た
。
こ

れ
は
彼
ら
の
説
明
が
、
彼
ら
の
言
う
意
味
で
の
合
理
性
の
要
件
を
完
全
に
は
満

た
し
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

た
と
え
ば
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
人
間
が
生
存
欲
求
に
背
後
か
ら
駆
り
立
て
ら
れ
て

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

い
る
、
、

こ
と
と
、
自
ら
の
生
存
の
た
め
に
は
生
存
権
の
部
分
的
放
棄
が
必
要
で
あ

る
と
未
来
か
ら
遡
行
的
に
推
論
す
る

、
、
、
、
、
、
、
、

こ
と
と
を
連
続
し
た
因
果
連
鎖
の
よ
う
に

扱
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
が
真
の
因
果
連
鎖
に
な
る
た
め
に
は
、
他
者
も

ま
た
、
自
分
と
同
様
に
そ
の
こ
と
に
納
得
し
、
か
つ
合
意
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と

を
、
自
分
が
知
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
他
者
の
武
力
放
棄
が
、

自
ら
の
武
力
放
棄
と
同
時
に
実
現
す
る
こ
と
へ
の
確
信
が
、
法
治
状
態
に
先
立
、
、

っ
て
、
、

形
成
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で
は
、
そ
の
確
信
は
い
か
な
る
因

果
法
則
に
基
づ
い
て
形
成
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
ホ
ッ
ブ
ズ
の
因

果
論
は
他
者
の
目
的
行
為
が
あ
た
か
も
自
然
現
象
と
同
じ
よ
う
に
予
測
し
得
る

こ
と
を
暗
に
前
提
と
し
て
い
た
。

ス
ミ
ス
や
ヒ
ュ
ー
ム
も
ま
た
、
利
他
的
行
動
が
最
終
的
に
は
相
互
信
頼
に
よ

る
満
足
を
各
個
人
に
も
た
ら
し
、
短
期
的
実
利
を
抑
制
す
る
規
範
の
成
立
を
促

す
だ
ろ
う
と
推
論
し
た
。
で
は
、
こ
の
利
他
的
行
動
に
報
酬
を
与
え
る
社
会
的

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
ど
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
承
認
欲
求
と
い

う
動
機
が
そ
の
因
果
論
的
成
果
を
期
待
で
き
る
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
成
果
が
承

認
欲
求
に
先
立
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
ま
た
こ
の
規
範
形

成
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
相
互
承
認
の
ル
ー
ル
を
学
習
し
て
い
な
い
参
加
者
が
加

わ
っ
た
時
に
も
十
分
に
機
能
す
る
だ
ろ
う
か
。こ
う
し
た
問
い
に
答
え
る
に
は
、

彼
ら
の
立
て
た
前
提
だ
け
で
は
不
十
分
だ
っ
た
。
単
な
る
自
己
利
益
に
訴
え
か

け
る
の
で
は
な
い
形
で
、
し
か
も
理
性
的
に
、
万
人
が
従
う
べ
き
規
範
を
は
た

し
て
導
き
だ
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
宗
教
か
ら
離
脱
し
た
啓
蒙

的
理
性
に
つ
き
つ
け
ら
れ
た
大
き
な
課
題
だ
っ
た
。

第
二
節
　
カ
ン
ト
の
解
決
策

こ
の
課
題
を
、
カ
ン
ト
は
イ
ギ
リ
ス
経
験
論
と
は
別
の
方
法
で
解
決
し
た
。

カ
ン
ト
は
理
性
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
因
果
論
的
に
証
明
可
能
で
あ
る
と

い
う
こ
と
と
を
同
一
視
し
な
か
っ
た
。
た
し
か
に
、
規
範
の
発
生
は
理
性
的
に

、
、
、
、

説
明
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
因
果
論
的
に

、
、
、
、
、

説

明
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
規
範
の
発
生
を
因
果
論

的
に
説
明
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
い
き
お
い
そ
れ
を
他
の
欲
望
（
た
と
え
ば
生
存

欲
求
）
の
た
め
の
戦
略
行
動
と
し
て
演
繹
す
る
ほ
か
な
く
、
そ
れ
は
ま
さ
に
第

一
原
因
た
る
べ
き
規
範
か
ら
、
規
範
と
し
て
の
資
格
を
奪
う
こ
と
に
な
る
。
カ

ン
ト
は
因
果
律
が
支
配
す
る
現
象
の
世
界
か
ら
、
自
由
と
責
任
が
支
配
す
る

「
目
的
の
王
国
」
を
切
り
離
す
と
同
時
に
、
な
お
か
つ
そ
の
王
国
に
も
、
因
果

律
と
は
異
な
る
形
で
の
理
性
的
法
則
が
存
在
し
う
る
と
主
張
し
た
。

カ
ン
ト
は
、
道
徳
法
則
が
自
己
利
益
追
求
行
動
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
い

こ
と
を
、『
実
践
理
性
批
判
』
の
中
で
二
つ
の
問
い
を
投
げ
か
け
る
こ
と
に
よ

っ
て
示
唆
し
て
い
る
。
一
八
世
紀
知
識
人
と
し
て
の
カ
ン
ト
の
奥
ゆ
か
し
い
表

現
を
無
視
し
て
、
こ
こ
で
は
内
容
だ
け
を
か
い
つ
ま
ん
で
要
約
し
よ
う
。

（
１
）
売
春
宿
の
前
に
絞
首
台
が
備
え
ら
れ
て
い
て
、
情
欲
を
満
た
し
て
出

て
き
た
男
が
即
座
に
処
刑
さ
れ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
で
も
彼
は
自
分
の
情
欲
を

抑
制
し
な
い
だ
ろ
う
か
。（
２
）
同
じ
こ
の
男
が
、
一
人
の
忠
誠
の
士
を
罪
に

啓
蒙
的
理
性
と
宗
教

四
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陥
れ
る
た
め
に
君
主
か
ら
偽
証
を
要
求
さ
れ
、
も
し
こ
の
要
求
を
容
れ
な
け
れ

ば
た
だ
ち
に
処
刑
す
る
と
脅
さ
れ
た
場
合
、
彼
は
そ
れ
で
も
署
名
を
拒
否
す
る

だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
カ
ン
ト
は
こ
う
述
べ
る
。「
彼
が
実
際
に
署
名
を
拒
否
す
る
か
ど

う
か
は
、
彼
と
し
て
も
確
約
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
あ

り
得
る
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
は
、
躊
躇
な
く
認
め
る
に
違
い
な
い
。
す
な
わ
ち

彼
は
、
そ
れ
が
本
来
な
す
べ
き
こ
と
だ
と
意
識
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
自
分
が

そ
れ
を
為
す
可
能
性
が
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
彼
は
、

も
し
道
徳
法
則
と
い
う
も
の
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
つ
い
に
知
ら
ず
じ
ま
い
に

終
わ
っ
た
で
あ
ろ
う
自
由
を
、
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
認
識
す
る
の
で
あ
る
。」

（
16
）

道
徳
法
則
が
存
在
す
る
お
か
げ
で
、
人
は
自
分
が
自
由
で
は
な
い
こ
と

、
、
、
、
、
、
、
、

を
認

識
す
る
、
と
い
う
主
張
な
ら
誰
に
で
も
理
解
で
き
る
。
し
か
し
こ
こ
で
、
カ
ン

ト
は
ま
っ
た
く
逆
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。道
徳
法
則
が
存
在
す
る
お
か
げ
で
、

人
は
自
分
が
自
由
で
あ
る
こ
と

、
、
、
、
、
、
、

を
認
識
す
る
の
だ
、
と
。
こ
れ
は
い
っ
た
い
ど

う
い
う
意
味
だ
ろ
う
か
。

命
を
犠
牲
に
し
て
も
情
欲
を
遂
げ
る
な
ど
と
い
う
決
断
が
と
う
て
い
考
え
ら

れ
な
い
一
方
で
、
命
を
犠
牲
に
し
て
も
内
な
る
道
徳
法
則
に
従
う
と
い
う
決
断

が
―
―
た
と
え
実
践
的
に
は

、
、
、
、
、

容
易
な
ら
ざ
る
も
の
だ
と
し
て
も
―
―
理
論
的
に

、
、
、
、

は、
十
分
に
考
え
得
る
と
い
う
こ
と
は
誰
し
も
認
め
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
こ

れ
は
道
徳
が
、
究
極
的
な
自
己
利
益
た
る
生
命
の
保
全
に
す
ら
完
全
に
は
従
属

し
て
い
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
道
徳
は
、
他
の
目
的
を
実
現

す
る
た
め
の
因
果
連
鎖
を
構
成
す
る
手
段
で
は
な
く
、
み
ず
か
ら
が
目
的
と
し

て
の
性
格
を
備
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
目
的

と
し
て
の
道
徳
法
則
を
持
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
因
果
律
の
呪
縛
を
超
え
て
、

時
に
は
自
分
の
死
を
も
超
え
て
い
く
自
由
を
手
に
し
て
い
る
。
規
範
の
発
生
根

拠
は
、
あ
く
ま
で
み
ず
か
ら
の
内
な
る
道
徳
法
則
に
従
う
自
由
な
責
任
主
体
の

自
発
的
行
為
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
主
張
す
る
こ
と
で
、
カ

ン
ト
は
、
因
果
法
則
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
超
越
的
地
位
を
道
徳
法
則
に

付
与
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

で
は
そ
の
道
徳
法
則
は
ど
の
よ
う
に
し
て
人
間
に
与
え
ら
れ
る
の
か
。
カ
ン

ト
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
経
験
以
前
に
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
も

ち
ろ
ん
道
徳
法
則
は
、
他
者
と
の
関
係
の
中
で
、
言
語
を
介
し
て
習
得
さ
れ
、

実
践
さ
れ
、
経
験
を
通
じ
て
身
に
つ
い
て
い
く
。
こ
の
こ
と
ま
で
カ
ン
ト
は
否

定
し
な
い
。
し
か
し
、
自
由
、
責
任
、
道
徳
と
い
っ
た
概
念
、
、

そ
の
も
の
は
、
無

時
間
的
に
、
経
験
以
前
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
前
提
と
し
て
人
間
の
理
性
に
備
わ
っ

て
い
る
と
カ
ン
ト
は
見
た
。

カ
ン
ト
は
こ
の
よ
う
に
、彼
が
純
粋
理
性
的
と
名
付
け
る
理
論
的
水
準

、
、
、
、
、

で
は
、

徹
頭
徹
尾
、
非
歴
史
的
に
考
え
て
い
た
。
し
か
し
同
時
に
カ
ン
ト
は
、
彼
が

A
szetik

（
完
成
に
向
か
う
修
練
）
と
呼
ぶ
実
践
的
水
準

、
、
、
、
、

で
は
、
歴
史
の
中
で

の
共
同
体
（
徳
の
共
同
体
と
し
て
の
教
会

キ
ル
ヘ

）
の
使
命
を
非
常
に
重
視
し
て
い
た
。

カ
ン
ト
哲
学
の
眼
目
は
、
こ
の
両
者
の
水
準
の
峻
別
、
、

に
あ
る
。
以
下
に
そ
れ
を

要
約
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
（
ａ
）
理
論
的
水
準
に
お
い
て
は

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
カ
ン
ト
は
道
徳
法
則
を
因
果
法
則

か
ら
解
き
放
ち
、
し
か
も
そ
れ
を
共
同
体
に
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
自
律
的
決

断
能
力
を
も
つ
個
人
に
の
み
関
係
づ
け
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
道
徳
法
則
は
、
近

代
社
会
の
因
果
法
則
的
処
理
能
力
の
向
上
に
浸
食
さ
れ
な
い
問
題
と
し
て
、
か

つ
個
人
の
社
会
化
過
程
や
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
か
ら
理
念
的
に
切

り
離
し
得
る
問
題
と
し
て
扱
え
る
よ
う
に
な
る
。
カ
ン
ト
に
と
っ
て
は
自
由
、
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道
徳
、
責
任
と
い
っ
た
概
念
は
あ
く
ま
で
孤
独
な
個
人
に
ア
プ
リ
オ
リ
に
与
え

ら
れ
て
い
る
超
越
的
、
形
式
的
、
無
時
間
的
な
純
粋
実
践
理
性
概
念
で
あ
り
、

時
間
の
中
で
共
同
体
を
介
し
て
獲
得
さ
れ
る
経
験
的
概
念
で
は
な
い
。
こ
れ
に

よ
っ
て
、
カ
ン
ト
の
道
徳
法
則
に
は
強
固
な
超
歴
史
性
、
超
文
化
性
が
付
与
さ

れ
た
。

し
か
し
、
ま
さ
に
こ
こ
に
カ
ン
ト
が
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
代
償
も
は

っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
神
な
き
時
代
の
規
範
を
超
越
論
的
に
基

礎
づ
け
る
こ
と
が
で
き
た
代
償
と
し
て
、
そ
の
規
範
が
具
体
的
内
容
を
も
た
な

い
純
粋
形
式

、
、
、
、

に
よ
る
定
言
命
法
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
結
果
を
引
き
受

け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
二
五
〇
年
を
経
た
現
在
、
啓
蒙

的
理
性
に
宗
教
と
の
対
話
を
再
開
す
る
よ
う
強
い
る
事
態
を
準
備
し
た
と
い
え

る
。他

方
、（
ｂ
）
実
践
的
水
準
に
お
い
て
は

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
カ
ン
ト
は
道
徳
的
完
成
を
人
類

の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
歴
史
に
委
ね
た
。
第
一
の
水
準
で
は
徹
底
し
た
リ
ゴ

リ
ス
ト
だ
っ
た
カ
ン
ト
は
、
こ
の
第
二
の
水
準
で
は
現
実
感
覚
に
富
ん
だ
柔
軟

な
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ス
ト
だ
っ
た（

17
）

。
理
論
的
水
準
と
は
別
に
、
こ
の
実
践
的
水

準
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト
は
個
々
の
人
間
の
短
い
生
涯
に
実
現

し
う
る
も
の
の
限
界
を
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
た（

18
）

。
ま
た
「
悪
へ
の
傾
向
」

（H
an
g
zu
m
B

ösen

）
を
内
に
秘
め
た
人
間
の
弱
さ
を
補
う
も
の
と
し
て
、

社
会
、
共
同
体
、
教
会
（
た
だ
し
既
成
の
エ
ス
タ
ブ
リ
ッ
シ
ュ
メ
ン
ト
で
は
な

い
）
の
教
育
的
使
命
に
適
切
な
地
位
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
た
。

た
し
か
に
カ
ン
ト
は
、
第
一
の
水
準
で
は
、
こ
う
し
た
諸
制
度
に
個
人
の
責

任
を
転
嫁
し
た
り
、
代
替
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
を
厳
し
く
禁
じ
て
い
る
。
し
か

し
第
二
の
水
準
で
は
、
そ
の
諸
制
度
が
人
類
を
教
育
し
、
最
終
到
達
点
へ
と
導

く
必
須
の
媒
体
と
み
な
さ
れ
て
い
る（

19
）

。
繰
り
返
す
が
、
カ
ン
ト
哲
学
の
眼
目

は
こ
の
両
水
準
の
峻
別
に
あ
り
、
け
っ
し
て
第
二
の
水
準
を
第
一
の
水
準
の
下

位
に
お
く
こ
と
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
哲
学
者
の
役
割
を
主
と

し
て
第
一
の
水
準
に
割
り
振
り
、
第
二
の
水
準
は
主
と
し
て
教
育
者
の
役
割
に

割
り
振
っ
た
面
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
両
水
準
の
解
釈
学
的
、
言
語
論

的
媒
介
を
、
あ
く
ま
で
哲
学
の
仕
事
と
し
て
引
き
受
け
た
の
が
、
ま
さ
に
後
の

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
功
績
だ
っ
た
。

し
か
し
、
カ
ン
ト
の
峻
別
に
は
独
特
の
強
み
も
あ
る
。
理
論
的
水
準
に
立
つ

限
り
、
文
化
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
属
し
て
い
よ
う
が
、
宗
教
共
同
体
を
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
の
必
須
の
源
泉
と
み
な
し
て
い
よ
う
が
、
す
べ
て
の
個
人
は

道
徳
と
法
の
前
に
た
だ
一
人
で
立
ち
、
平
等
主
義
的
に
、
形
式
的
に
、
無
時
間

的
に
、
自
己
目
的
的
に
、
自
ら
の
行
為
規
範
を
参
照
し
、
絶
対
的
自
由
の
下
で

そ
れ
に
従
う
原
理
的

、
、
、

可
能
性
を
手
に
し
て
い
る
。
こ
れ
は
自
ら
の
規
範
に
基
づ

い
て
行
為
す
る
主
体
に
大
き
な
自
由
と
勇
気
を
与
え
う
る
。

た
だ
し
そ
れ
を
実
践
す
る
能
力
と
機
会
は
、
個
人
が
共
同
体
の
中
で
、
歴
史

の
中
で
、
因
果
論
が
支
配
す
る
自
然
条
件
の
中
で
、
互
い
に
異
な
る
宗
教
的
、

文
化
的
伝
統
の
中
で
、
経
験
的

、
、
、

に
獲
得
し
て
い
く
ほ
か
な
い
。
こ
の
点
で
は
、

長
い
時
間
と
果
て
し
な
い
闘
争
を
通
じ
て
目
標
に
一
歩
ず
つ
近
づ
い
て
い
く
人

類
史
の
叡
智
に
、
カ
ン
ト
は
最
終
的
解
決
を
ゆ
だ
ね
て
い
る
。
こ
の
プ
ロ
セ
ス

を
カ
ン
ト
は
、
厳
格
な
彼
の
哲
学
体
系
の
中
に
む
り
や
り
押
し
込
も
う
と
は
し

な
か
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
「
普
遍
史
の
理
念
」
や
「
永
遠
平
和
論
」

（
20
）

が
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
保
ち
え
た
面
が
あ
る
。
理
論
的
水
準
で
は
共
通
に
参

照
し
う
る
統
制
的
原
理
を
立
て
な
が
ら
、
国
際
平
和
を
創
造
し
、
世
界
市
民
的

状
態
を
実
現
す
る
普
遍
史
の
理
念
に
そ
の
実
現
を
ゆ
だ
ね
る
。
純
粋
形
式
に
還

啓
蒙
的
理
性
と
宗
教

六
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元
さ
れ
た
道
徳
法
則
と
、
そ
れ
を
歴
史
へ
と
つ
な
ぐ
共
同
体
の
努
力
―
―
こ
の

両
者
を
区
別
し
て
論
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
者
に
お
け
る
宗
教
の
道
徳
的
潜

在
力
に
、
カ
ン
ト
は
大
き
な
意
義
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
が
カ
ン
ト

が
提
案
し
た
啓
蒙
的
理
性
と
宗
教
の
共
同
作
業
だ
っ
た
と
い
え
る
。

第
三
節
　
近
代
化
と
世
俗
化

カ
ン
ト
の
道
徳
哲
学
の
意
義
は
、
神
な
き
あ
と
の
超
越
的
命
令
者
を
非
神
学

化
す
る
と
同
時
に
、
生
存
競
争
（
ホ
ッ
ブ
ズ
）
や
市
場
競
争
（
ス
ミ
ス
）
に
お

け
る
戦
略
行
動
に
も
解
消
す
る
こ
と
な
く
、
規
範
と
し
て
の
超
越
性
を
因
果
律

の
命
令
と
は
別
種
の
命
令
と
し
て
位
置
付
け
得
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
こ
う
し

て
カ
ン
ト
は
、
啓
蒙
的
理
性
が
原
理
的
に
は

、
、
、
、
、

宗
教
の
力
を
借
り
る
こ
と
な
く
、

自
ら
を
超
越
す
る
道
徳
律
を
自
己
補
給
で
き
る
存
在
で
あ
る
と
説
明
す
る
こ
と

が
で
き
た
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
カ
ン
ト
を
「
信
仰
上
の
真
理
を
世
俗
化
し
な
が

ら
、
し
か
も
同
時
に
そ
れ
を
救
い
だ
す
形
で
脱
構
築
し
た
最
初
の
偉
大
な
例
」

（
21
）

と
み
な
す
理
由
も
そ
こ
に
あ
る
だ
ろ
う
。

で
は
近
代
社
会
は
道
徳
規
範
の
み
な
ら
ず
、
自
身
が
必
要
と
す
る
あ
ら
ゆ
る

超
越
者
を
、宗
教
の
権
威
に
頼
る
こ
と
な
く
内
側
か
ら
作
り
出
せ
る
だ
ろ
う
か
。

上
位
に
あ
る
者
を
下
か
ら
上
に
向
か
っ
て
演
繹
し
、
未
来
に
設
定
さ
れ
た
目
標

を
過
去
か
ら
未
来
に
向
か
う
運
動
法
則
に
よ
っ
て
導
き
出
せ
る
だ
ろ
う
か
。
神

の
命
令
や
計
画
を
持
ち
出
す
こ
と
な
く
、自
分
自
身
の
能
力
と
責
任
に
お
い
て
、

人
間
社
会
に
必
要
な
す
べ
て
の
も
の
を
自
己
調
達
で
き
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う

か
。少

な
く
と
も
原
理
的
に
は
で
き
る
、と
い
う
の
が
近
代
社
会
の
信
念
だ
っ
た
。

科
学
の
発
展
、
工
業
化
、
市
場
経
済
、
教
育
制
度
、
官
僚
制
の
整
備
な
ど
に
よ

っ
て
社
会
の
合
理
的
、
技
術
的
処
理
能
力
が
向
上
し
て
い
け
ば
、
か
つ
て
「
聖

な
る
も
の
」
が
ふ
り
か
ざ
し
て
い
た
権
威
は
い
ず
れ
失
墜
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

そ
れ
に
応
じ
て
宗
教
が
保
持
し
て
き
た
自
然
と
歴
史
と
道
徳
に
つ
い
て
の
独
占

的
な
解
釈
権
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
社
会
統
合
的
な
役
割
も
や
が
て
は
よ
り
合
理

的
に
説
明
し
う
る
理
念
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
理
念
が
具
体
的

に
ど
の
よ
う
な
形
を
取
る
か
に
つ
い
て
は
各
文
化
圏
特
有
の
選
択
肢
が
あ
る
か

も
し
れ
な
い
が
、
世
俗
化
が
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
言
う
よ
う
に
「
世
界
の
脱
魔
術
化

と
合
理
化
の
普
遍
的
過
程
」

（
22
）

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
い
ず
れ
近
代
社
会
の
あ
ら

ゆ
る
部
門
か
ら
祭
壇
は
取
り
払
わ
れ
て
い
く
だ
ろ
う
。
聖
な
る
も
の
を
拠
り
所

と
し
な
い
秩
序
形
成
を
原
理
上
可
能
に
し
た
こ
と
こ
そ
が
近
代
社
会
を
そ
れ
以

前
の
社
会
か
ら
区
別
す
る
指
標
で
あ
り
、
逆
に
い
え
ば
、
宗
教
が
今
な
お
集
団

統
合
の
た
め
の
必
須
の
媒
体
と
な
っ
て
い
る
社
会
は
啓
蒙
主
義
以
前
の
前
近
代

的
社
会
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
て
近
代
化
（M

od
ern
isieru

n
g

）
は
、
程
度
や
速
度
の
差
こ
そ
あ

れ
社
会
の
脱
宗
教
化
、
す
な
わ
ち
世
俗
化
（Säkularisierung

）
と
同
一
歩
調

で
進
む
と
い
う
想
定
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
カ
ン
ト
以
後
、
フ
ォ

イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
、
マ
ル
ク
ス
、
ニ
ー
チ
ェ
な
ど
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
啓
蒙
主
義
に
端

を
発
す
る
宗
教
批
判
の
系
譜
に
よ
っ
て
補
強
さ
れ
、
一
九
七
〇
年
代
に
い
た
る

ま
で
西
側
社
会
で
大
き
く
崩
れ
る
こ
と
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
。

こ
の
「
世
俗
化
理
論
」
の
柱
を
な
し
て
い
た
の
は
、
ベ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
次
の

二
つ
の
想
定
だ
っ
た
。「
第
一
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
成

立
し
た
近
代
化
（
こ
れ
を
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
百
年
前
に
「
西
洋
的
合

理
性okzidentale

R
ationalität

」
と
呼
ん
だ
）
は
普
遍
的

、
、
、

プ
ロ
セ
ス
で
あ
り
、

東
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経
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学
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世
界
中
ど
こ
で
も
こ
れ
と
似
た
性
格
の
も
の
へ
と
近
づ
い
て
い
く
と
い
う
想
定

で
あ
り
、
第
二
は
、
世
俗
化
が
近
代
化
と
不
可
分

、
、
、

に
結
び
つ
い
て
お
り
、
そ
れ

ゆ
え
近
代
化
と
同
様
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く

、
、
、
、
、
、
、
、

進
行
し
て
い
く
と
い
う
想
定
だ
」

（
23
）

。

し
か
し
現
実
に
は
、
そ
の
後
も
長
ら
く
宗
教
や
教
会
の
権
威
は
揺
る
が
な
か

っ
た
。
そ
の
こ
と
を
世
俗
化
理
論
は
ど
の
よ
う
に
説
明
し
て
き
た
の
か
。
世
俗

化
理
論
の
側
に
立
て
ば
、
そ
れ
は
近
代
社
会
が
自
ら
の
手
で
解
決
で
き
る
こ
と

を
、
既
存
の
宗
教
の
力
に
頼
っ
て
解
決
し
て
き
た
か
ら
に
す
ぎ
な
い
。
言
い
換

え
れ
ば
、
宗
教
は
そ
の
間
、
近
代
社
会
に
よ
っ
て
原
理
的
に
代
替
可
能
な
、
い

わ
ば
宗
教
に
と
っ
て
は
第
二
義
的
な
機
能
に
よ
っ
て
命
脈
を
保
っ
て
き
た
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
ひ
と
た
び
貧
困
が
克
服
さ
れ
、
教
育
が
あ
ま

ね
く
い
き
わ
た
り
、
社
会
的
不
平
等
が
解
消
さ
れ
、
政
治
的
抑
圧
が
過
去
の
遺

物
に
な
れ
ば
、
宗
教
は
い
ず
れ
私
的
な
嗜
好
と
化
し
て
い
く
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ

ん
現
代
人
が
み
な
無
神
論
者
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
宗
教
そ
の
も
の
は
今
後

も
存
在
し
続
け
る
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
早
晩
、
芸
術
活
動
や
各
種

の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
、
サ
イ
コ
セ
ラ
ピ
ー
な
ど
と
競
合
す
る
多
様
な
心
的

文
化
部
門
の
一
領
域
と
化
し
て
い
く
は
ず
だ
。
こ
れ
が
近
代
化
理
論
と
長
ら
く

歩
を
一
に
し
て
き
た
世
俗
化
理
論
の
立
て
た
予
測
だ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
予
測
は
的
中
し
な
か
っ
た
。
一
九
七
〇
年
代
半
ば
か
ら
、
少

な
か
ら
ぬ
社
会
学
者
、
宗
教
学
者
た
ち
が
、
こ
の
予
測
に
背
馳
す
る
歴
史
現
象

に
気
づ
き
は
じ
め
、
世
俗
化
理
論
に
対
す
る
疑
問
や
修
正
提
案
を
提
起
す
る
よ

う
に
な
る（

24
）

。
そ
し
て
最
終
的
に
は
「
一
九
七
〇
年
代
に
い
た
る
ま
で
二
〇
〇

年
以
上
に
わ
た
っ
て
続
い
て
き
た
社
会
通
念
を
破
っ
た
の
は
、
二
一
世
紀
初
頭

に
み
ら
れ
た
宗
教
の
回
帰
現
象
だ
っ
た
」（
ベ
ッ
ク
）

（
25
）

。
以
来
、
合
理
的
処
理

能
力
を
向
上
さ
せ
る
社
会
発
展
が
単
純
に
宗
教
か
ら
の
離
脱
を
伴
う
と
は
言
え

な
い
こ
と
、
つ
ま
り
近
代
化
と
世
俗
化
の
関
係
が
予
想
以
上
に
複
雑
で
多
様
な

も
の
で
あ
り
う
る
こ
と
が
次
第
に
広
く
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
こ

れ
が
近
年
、「
ポ
ス
ト
世
俗
化
時
代
」
と
い
う
名
で
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

時
代
の
兆
候
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

で
は
な
ぜ
啓
蒙
的
理
性
は
、
か
つ
て
宗
教
が
果
た
し
て
き
た
役
割
の
す
べ
て

に
つ
い
て
、
そ
の
十
分
な
代
役
を
果
た
し
得
な
く
な
っ
た
の
か
。
逆
に
言
え
ば
、

ど
う
い
う
点
で
、
一
八
世
紀
の
啓
蒙
主
義
は
、
本
来
、
自
分
自
身
で
は
解
決
し

き
れ
な
い
問
題
を
過
剰
に
宗
教
か
ら
請
け
負
っ
て
い
た
の
か
。
も
し
啓
蒙
的
理

性
が
も
う
一
度
、宗
教
と
の
役
割
分
担
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、

各
々
の
分
担
す
る
分
野
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
。
そ
れ
と
も
、
両
者

に
期
待
さ
れ
て
い
る
の
は
役
割
分
担
で
は
な
く
、
相
補
的
な
共
同
作
業
な
の
だ

ろ
う
か
。

第
四
節
　
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
分
析
と
提
案

こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
一
連
の
仕
事
は
現
代
に
お
け

る
最
良
の
海
図
を
提
供
し
て
く
れ
る
。
ク
ラ
ウ
ス
・
ト
ー
マ
ラ
は
、
宗
教
の
役

割
、
と
く
に
近
代
化
過
程
に
お
け
る
そ
の
位
置
に
つ
い
て
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の

見
解
が
過
去
三
〇
年
間
に
、
い
か
に
変
化
な
い
し
深
化
し
て
き
た
か
を
、
五
つ

の
段
階
に
分
け
て
概
観
し
て
い
る（

26
）

。
こ
こ
で
は
ト
ー
マ
ラ
の
記
述
を
適
宜
補

足
し
な
が
ら
、
各
段
階
を
振
り
返
っ
て
お
き
た
い
。

第
一
は
、
一
九
八
一
年
の
『
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
の
理
論
』

（
27
）

に

見
ら
れ
る
宗
教
の
機
能
的
理
解
だ
。
そ
こ
で
は
、
宗
教
が
こ
れ
ま
で
儀
式
的
行

為
を
通
じ
て
果
た
し
て
き
た
社
会
統
合
的
機
能
や
表
現
機
能
は
次
第
に
コ
ミ
ュ

啓
蒙
的
理
性
と
宗
教

八
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ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
に
代
替
さ
れ
、
現
代
社
会
の
発
展
と
共
に
「
聖
な
る
も
の

の
権
威
」
が
「
そ
の
時
々
に
根
拠
が
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
権

威
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
く
」

（
28
）

と
い
う
見
通
し
が
ま
だ
語
ら
れ
て
い
た
。

第
二
は
、
一
九
八
八
年
の
論
文
集
『
ポ
ス
ト
形
而
上
学
の
思
考
』

（
29
）

に
見
ら

れ
る
宗
教
の
役
割
の
見
直
し
だ
。
こ
こ
で
は
、
哲
学
は
た
と
え
ポ
ス
ト
形
而
上

学
的
形
態
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
し
て
も
、
か
つ
て
の
宗
教
の
役
割
を
代
行

し
た
り
、
放
逐
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る（

30
）

。
宗
教
の

言
葉
は
人
々
を
揺
り
動
か
す
意
味
内
容
を
も
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
当
面
、
哲
学

の
言
葉
の
表
現
力
で
は
覆
い
尽
く
せ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
意
味
内
容
は
、
む
し

ろ
根
拠
付
け
を
お
こ
な
う
デ
ィ
ス
ク
ル
ス
へ
と
「
翻
訳
」
さ
れ
る
こ
と
を
待
ち

望
ん
で
い
る
と
い
う
。

第
三
は
、
二
〇
〇
一
年
の
ド
イ
ツ
書
籍
協
会
平
和
賞
受
賞
講
演
『
信
仰
と
知

識
』

（
31
）

に
見
ら
れ
る
ポ
ス
ト
世
俗
化
社
会
に
お
け
る
宗
教
の
役
割
の
積
極
的
評

価
だ
。「
ポ
ス
ト
世
俗
化
」
と
は
、
べ
つ
だ
ん
宗
教
の
意
味
の
増
大
や
、
宗
教

へ
の
新
た
な
注
目
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
脱
宗
教
化
し
た
国
家
や
公

共
圏
が
宗
教
共
同
体
の
存
続
に
対
し
て
、
あ
る
い
は
そ
こ
か
ら
発
す
る
イ
ン
パ

ク
ト
に
対
し
て
、
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
態
度
を
と
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
。
そ
の
さ
い
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
宗
教
の
側
に
は
次
の
三
つ
を
要

求
す
る
。
第
一
に
、
他
の
宗
派
、
他
の
宗
教
と
の
出
会
い
を
理
知
的
に
処
理
す

る
こ
と
、
第
二
に
、
世
界
に
つ
い
て
の
知
識
を
社
会
的
に
独
占
す
る
科
学
や
学

問
の
権
威
に
適
応
す
る
こ
と
、
第
三
に
、
世
俗
的
道
徳
に
そ
の
根
拠
を
も
つ
立

憲
国
家
の
諸
前
提
を
受
け
入
れ
る
こ
と
。
こ
う
し
た
反
省
の
バ
ネ
が
働
か
な
け

れ
ば
、
容
赦
な
く
近
代
化
し
て
い
く
社
会
の
中
で
、
一
神
教
は
潜
在
的
な
破
壊

力
を
蓄
え
る
こ
と
に
な
る
と
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
警
告
す
る（

32
）

。
し
か
し
他
方
で

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
世
俗
化
し
た
社
会
に
対
し
て
も
、
宗
教
の
言
葉
の
表
現
力

に
対
す
る
感
受
性
を
保
持
し
、
意
味
創
出
の
重
要
な
源
泉
か
ら
み
ず
か
ら
を
切

り
離
し
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
求
め
て
い
る
。
市
場
の
言
葉
が
生
活
の
あ
ら
ゆ

る
細
部
に
浸
透
し
、
人
間
関
係
を
自
己
利
益
の
追
求
と
い
う
図
式
に
押
し
込
め

て
し
ま
っ
た
結
果
、
生
活
世
界
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
合
理
性
は
蕩
尽
さ

れ
、
意
味
の
空
白
が
生
じ
て
い
る
。
そ
の
空
白
を
近
代
の
内
発
的
手
段
だ
け
で

埋
め
よ
う
と
す
る
の
は
、
近
代
へ
の
過
大
要
求
に
な
る
だ
ろ
う
。
世
俗
化
が
進

行
す
る
現
代
社
会
も
ま
た
、
宗
教
に
含
ま
れ
る
理
性
的
潜
在
力
を
必
要
と
し
て

い
る
。
こ
こ
で
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
あ
え
て
「
コ
モ
ン
セ
ン
ス
」
と
い
う
英
語
表

現
を
使
い
な
が
ら
、
知
識
と
信
仰
を
仲
介
す
る
感
受
性
の
あ
り
方
を
描
写
し
て

い
る（

33
）

。
第
四
は
、
二
〇
〇
四
年
の
ヨ
ー
ゼ
フ
・
ラ
ッ
ツ
ィ
ン
ガ
ー
（
現
ロ
ー
マ
教
皇

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
一
六
世
）
と
の
対
話（

34
）

に
見
ら
れ
る
、
世
俗
的
市
民
と
宗
教
的

市
民
が
と
も
に
参
加
す
る
相
互
学
習
と
し
て
の
翻
訳
作
業
と
い
う
発
想
だ
。
一

方
で
は
信
仰
を
も
つ
市
民
が
、自
分
の
宗
教
的
確
信
を
世
俗
の
言
葉
に
翻
訳
し
、

信
仰
を
も
た
な
い
市
民
に
も
そ
れ
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
信
仰
者
は
外
の
視
点
か
ら
自
分
の
信
仰
を
見
る
こ
と
を
要

求
さ
れ
、
宗
教
的
意
識
の
反
省
化
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
他
方
で
は
し
か
し
、
信

仰
を
も
た
な
い
市
民
も
ま
た
世
俗
主
義
的
に
凝
り
固
ま
っ
た
、
排
外
的
な
近
代

の
自
己
理
解
を
克
服
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
認
識
上
の
視
角
を

た
が
い
に
修
正
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
相
互
翻
訳
過
程
が
進
み
、
宗
教
の
カ
プ
セ

ル
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
意
味
の
潜
在
力
が
ポ
ス
ト
世
俗
的
な
言
葉
に
翻
訳
さ
れ

る
だ
ろ
う
。

第
五
は
、
二
〇
〇
七
年
の
『
欠
如
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
の
意
識
』

（
35
）

に
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見
ら
れ
る
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
宗
教
理
解
の
深
化
だ
。
こ
こ
で
は
、
近
代
理
性
と

宗
教
と
い
う
相
補
的
な
精
神
の
形
態
が
、
世
界
宗
教
の
同
時
発
生
を
も
た
ら
し

た
あ
の
「
軸
の
時
代
」
の
認
識
的
転
換
に
共
通
の
起
源
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が

強
調
さ
れ
て
い
る（

36
）

。
近
代
理
性
は
、
反
省
性
を
増
し
た
現
代
の
宗
教
意
識
に

対
し
て
、
自
分
が
ど
の
よ
う
な
位
置
に
立
っ
て
い
る
か
を
明
確
化
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
に
し
て
は
じ
め
て
、
理
性
は
自
分
自
身
を
も
理
解
し
う

る
よ
う
に
な
る
。
た
し
か
に
ポ
ス
ト
形
而
上
学
的
思
考
は
、
ギ
リ
シ
ャ
の
形
而

上
学
の
遺
産
に
つ
い
て
は
自
分
の
も
の
に
し
て
き
た
。
し
か
し
、
ユ
ダ
ヤ
・
キ

リ
ス
ト
教
的
な
救
済
知
と
の
間
に
は
明
ら
か
な
裂
け
目
が
あ
り
、
こ
の
救
済
知

は
哲
学
に
と
っ
て
は
異
質
な
も
の
で
あ
り
続
け
て
き
た
。
こ
の
裂
け
目
は
完
全

に
埋
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
に
し
て
も
、
哲
学
と
宗
教
が
と
も
に
軸
の
時
代
の

世
界
像
革
命
に
起
源
を
も
つ
こ
と
を
、
双
方
が
真
剣
に
受
け
取
る
な
ら
ば
、
そ

こ
に
別
の
見
方
が
生
じ
て
く
る
だ
ろ
う
。
理
性
の
発
生
史
を
こ
う
し
て
別
の
観

点
か
ら
見
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
信
仰
と
知
識
と
い
う
二
つ
の
様
態
が
、
エ
ル

サ
レ
ム
と
ア
テ
ネ
に
基
礎
を
お
く
伝
承
と
と
も
に
、
世
俗
的
理
性
の
発
生
史
に

共
属
す
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
世
俗
的
市
民
と
宗
教
的
市
民
の
相
互
学
習
と

し
て
求
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
が
、
こ
こ
で
は
近
代
的
理
性
自
身
の
反
省
行
為
へ

と
向
け
ら
れ
て
い
る
。
近
代
の
理
性
は
、
一
見
融
和
し
が
た
く
分
離
し
た
自
ら

の
う
ち
な
る
二
つ
の
部
分
が
、
相
補
的
な
精
神
の
二
形
態
と
し
て
共
通
の
根
源

を
有
し
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
べ
き
だ
と
い
う
。

以
上
が
、
宗
教
と
近
代
的
理
性
の
相
補
的
役
割
に
関
す
る
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の

見
解
の
推
移
だ
。
そ
の
到
達
点
は
、
近
代
に
お
け
る
信
仰
と
知
識
の
分
裂
を
、

前
者
を
後
者
に
置
換
す
る
〔ersetzen

〕
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
適
切
に

翻
訳
す
る
〔üb

ersetzen

〕
こ
と
に
よ
っ
て
、
し
か
も
そ
れ
を
双
方
の
課
題
と

み
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
克
服
す
る
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
だ
。
そ
の
た
め
に
ハ
ー

バ
ー
マ
ス
は
、
両
者
が
同
じ
根
源
を
も
つ
相
補
的
な
精
神
の
二
形
態
で
あ
る
こ

と
を
、
紀
元
前
数
世
紀
に
生
じ
た
世
界
像
革
命
に
、
す
な
わ
ち
ギ
リ
シ
ャ
哲
学

と
ユ
ダ
ヤ
教
の
発
生
時
点
に
立
ち
も
ど
っ
て
思
い
出
さ
せ
よ
う
と
す
る
。

こ
れ
は
と
も
す
れ
ば
、
近
代
社
会
の
問
題
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
理
性
の
自
然
史
に

投
影
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
や
、
後
期
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
を
彷
彿
と
さ
せ
る
議
論
戦
略

だ
が
、
そ
の
背
景
に
は
ニ
ー
チ
ェ
＝
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
理
性
批
判
に
対
す
る
意
識

的
抵
抗
が
あ
る
。
こ
の
二
人
は
軸
の
時
代
の
世
界
像
革
命
に
、
意
識
に
よ
る
自

然
の
対
象
化
と
「
存
在
忘
却
」（
ハ
イ
デ
ガ
ー
）
し
か
見
よ
う
と
せ
ず
、
そ
れ

ゆ
え
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
前
の
主
客
未
分
化
状
態
へ
の
回
帰
を
呼
び
か
け
た
。
こ
れ

に
対
し
て
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
理
性
の
発
生
に
伴
う
分
裂
の
危
機
を
、
理
性
の
発

生
を
促
し
た
同
じ
学
習
過
程
を
通
じ
て
、
す
な
わ
ち
理
性
自
身
の
反
省
行
為
に

よ
っ
て
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
。
た
だ
し
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
考
え
る
反
省
行

為
は
、
意
識
哲
学
が
依
拠
し
て
き
た
よ
う
な
独
我
論
的
な
も
の
で
は
な
く
、
あ

く
ま
で
他
の
議
論
参
加
者
と
の
相
互
行
為
の
中
で
遂
行
さ
れ
る
も
の
だ
。「
反

省
と
い
え
ど
も
、そ
れ
に
先
行
す
る
対
話
的
関
係
に
依
拠
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
無
縁
に
成
立
し
て
い
る
内
面
性
と
い
う
空
洞
の
な
か

で
、
ぼ
ん
や
り
と
漂
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
」

（
37
）

。

で
は
具
体
的
に
「
世
俗
的
市
民
と
宗
教
的
市
民
が
と
も
に
参
加
す
る
相
互
学

習
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
、
ト
ー
マ
ラ

は
取
り
上
げ
て
い
な
い
講
演
「『
ポ
ス
ト
世
俗
化
』
社
会
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
」

（
38
）

か
ら
拾
い
上
げ
て
お
こ
う
。

こ
の
講
演
の
背
景
に
は
、
理
論
的
水
準
で
の
世
俗
化
理
論
に
つ
い
て
の
論
争

の
ほ
か
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
切
実
な
政
治
課
題
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。

啓
蒙
的
理
性
と
宗
教

一
〇
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す
で
に
ふ
れ
た
風
刺
画
問
題
、
ミ
ナ
レ
ッ
ト
問
題
、
ブ
ル
カ
問
題
は
そ
の
一
つ

の
あ
ら
わ
れ
に
過
ぎ
な
い
。
こ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
民
主

主
義
を
標
榜
す
る
政
治
共
同
体
の
側
に
対
し
て
は
、
異
質
な
下
位
文
化
を
も
つ

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
を
包
摂
す
る
た
め
に
、
差
異
に
対
す
る
セ
ン
シ
ビ
リ
テ
ィ
を
保

つ
よ
う
に
繰
り
返
し
求
め
、
ま
た
宗
教
共
同
体
の
側
に
対
し
て
は
、
民
主
主
義

の
プ
ロ
セ
ス
に
個
人
と
し
て
参
画
す
る
リ
ベ
ラ
ル
で
オ
ー
プ
ン
な
態
度
を
促
し

て
き
た
。
通
常
、
両
陣
営
は
お
よ
そ
以
下
の
よ
う
に
主
張
す
る
。

（
Ａ
）
多
文
化
主
義
を
標
榜
す
る
、
い
わ
ゆ
る
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の

立
場
か
ら
す
れ
ば
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
を
、
そ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
供
給
源
で

あ
る
文
化
的
、
宗
教
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
切
り
は
な
す
形
で
、
自
律
的
個
人

の
平
等
主
義
的
共
同
体
に
組
み
込
も
う
と
す
る
の
は
、
現
実
感
覚
に
乏
し
い
啓

蒙
「
原
理
主
義
」
に
見
え
る
。（
Ｂ
）
他
方
、
世
俗
主
義
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、

法
シ
ス
テ
ム
を
文
化
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
特
殊
主
義
的
要
求
に
対
し
て
開
き
す

ぎ
る
こ
と
は
、そ
れ
が
依
拠
し
て
い
る
普
遍
主
義
原
則
へ
の
裏
切
り
に
見
え
る

（
39
）

。

彼
ら
に
よ
れ
ば
宗
教
的
、
文
化
的
要
求
は
あ
く
ま
で
普
遍
的
法
原
則
が
保
証
す

る
私
的
個
人
空
間
の
内
部
で
の
自
由
に
と
ど
ま
る
べ
き
だ
。
さ
も
な
け
れ
ば
フ

ラ
ン
ス
の
哲
学
者
パ
ス
カ
ル
・
ブ
リ
ュ
ッ
ク
ナ
ー
が
言
う
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま

な
宗
教
的
、
文
化
的
集
団
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
自
分
た
ち
の
殻
に
閉
じ
こ
も
り
、

自
分
た
ち
に
だ
け
通
用
す
る
ル
ー
ル
に
従
っ
て
無
関
係
に
併
存
す
る
並
列
社
会

（P
arallelg

esellsch
aften

）
が
で
き
上
が
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
、
と
い
う
わ

け
だ（

40
）

。
本
来
そ
れ
ぞ
れ
に
暴
力
な
き
共
生
を
望
ん
で
い
る
両
陣
営
の
こ
の
文
化
闘
争

は
、
現
代
の
複
雑
社
会
が
う
み
だ
す
あ
ら
ゆ
る
政
治
問
題
を
き
っ
か
け
に
噴
出

し
て
く
る
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、「
理
性
で
め
か
し
た
文
化
相
対
主
義
と
、
硬

直
し
た
宗
教
批
判
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
世
俗
主
義
」

（
41
）

と
い
う
二
つ
の
誤
っ
た

思
い
込
み
が
、
両
者
に
共
通
す
る
枠
組
み
を
双
方
か
ら
見
え
な
く
し
て
い
る
、

と
批
判
す
る
。

一
方
で
宗
教
的
伝
統
主
義
者
は
、
シ
ヴ
ィ
ル
・
ソ
サ
イ
エ
テ
ィ
の
一
員
と
し

て
の
エ
ー
ト
ス
を
身
に
つ
け
る
必
要
が
あ
り
、「
政
治
的
共
同
体
の
世
俗
的
正

当
性
を
自
分
た
ち
の
信
仰
の
文
脈
に
合
わ
せ
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

（
42
）

。

そ
の
意
味
で
は
イ
ス
ラ
ム
も
、
い
ず
れ
第
二
ヴ
ァ
チ
カ
ン
公
会
議
と
同
様
の
苦

痛
に
満
ち
た
プ
ロ
セ
ス
を
自
ら
の
意
志
で
引
き
受
け
ね
ば
な
ら
ぬ
時
が
来
る
だ

ろ
う
。
し
か
し
他
方
、
世
俗
主
義
者
も
ま
た
、
国
家
権
力
の
宗
教
的
中
立
性
を

求
め
る
こ
と
は
、
宗
教
的
発
言
を
政
治
的
公
共
圏
か
ら
排
除
す
る
こ
と
と
同
じ

で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
学
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
。「
世
俗
の
側
に
も
、

宗
教
的
伝
統
主
義
の
側
の
学
習
過
程
と
相
互
補
完
的
な

、
、
、
、
、
、

、
同
じ
学
習
過
程
が
必

要
な
の
で
は
な
い
か
」

（
43
）

と
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
問
い
か
け
る
。

結
語
　
残
さ
れ
た
課
題

以
上
が
、
今
日
に
お
け
る
啓
蒙
的
理
性
と
宗
教
の
相
互
補
完
的
関
係
に
つ
い

て
の
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
基
本
的
見
解
だ
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
は
道
徳

法
則
を
、
自
由
で
あ
る
が
ゆ
え
に
責
任
を
負
う
こ
と
の
で
き
る
自
律
的
個
人
に

の
み
関
係
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
規
範
の
根
拠
を
利
害
の
因
果
律
に
従
属
さ

せ
て
し
ま
う
危
険
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
他
方
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、

討
議
を
通
じ
て
相
互
承
認
に
至
る
手
続
き
的
合
理
性
を
規
範
の
根
拠
と
み
な

し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
手
段
的
合
理
性
と
は
区
別
し
う
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

的
合
理
性
を
守
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
両
者
が
と
も
に
支
払
わ
ね
ば
な
ら
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な
か
っ
た
代
償
は
、
規
範
が
個
別
的
内
容
を
離
れ
て
形
式
的
表
現
に
後
退
せ
ざ

る
を
え
な
い
と
い
う
点
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
に
は
積
極
的
な
意
味
も
あ
る
。

規
範
の
形
式
化
と
抽
象
化
は
、
自
由
の
拡
大
を
も
た
ら
し
、
人
種
や
宗
教
や
性

の
違
い
を
超
え
て
道
徳
の
平
等
主
義
的
適
用
を
可
能
か
つ
必
然
に
す
る
か
ら

だ
。し

か
し
、
形
式
に
後
退
し
た
規
範
は
、
あ
る
行
為
が
な
ぜ
道
徳
的
と
い
え
る

の
か
を
明
確
に
説
明
で
き
る
半
面
、
そ
も
そ
も
人
は
な
ぜ
道
徳
的
で
あ
ら
ね
ば

な
ら
な
い
の
か
を
説
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
道
徳
的
行
為
を
促
す
た
め
に
超
経

験
的
な
神
話
や
模
範
と
な
る
人
物
像
を
、
あ
る
い
は
感
動
的
な
物
語
や
示
唆
に

富
ん
だ
寓
話
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
形
式
化
さ
れ
た
規
範
は
個
人
の
選

択
の
自
由
を
拡
大
す
る
一
方
、
そ
の
自
由
を
ど
の
よ
う
に
使
用
す
べ
き
か
と
い

う
具
体
的
指
針
に
つ
い
て
は
、
き
わ
め
て
抑
制
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
結

果
と
し
て
は
、
拡
大
さ
れ
た
自
由
を
市
場
に
お
け
る
「
選
択
の
自
由
」
に
任
せ
、

富
と
地
位
を
め
ぐ
る
ホ
ッ
ブ
ズ
的
闘
争
に
委
ね
て
し
ま
う
危
険
が
あ
る
。
そ
こ

に
は
も
は
や
、
命
を
賭
し
て
偽
証
を
拒
否
す
る
カ
ン
ト
的
道
徳
行
為
の
自
由
は

存
在
し
え
な
く
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
啓
蒙
的
理
性
が
推
し
進
め
て
き
た
規
範
の
形
式
化
と
自
由
の

拡
大
は
、皮
肉
に
も
規
範
の
空
洞
化
を
招
く
危
険
に
た
え
ず
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
こ
そ
、
啓
蒙
的
理
性
が
自
ら
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
完
成
の
た
め
に
、
今
な

お
宗
教
の
も
つ
道
徳
的
潜
在
力
を
必
要
と
し
て
い
る
所
以
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

も
ち
ろ
ん
啓
蒙
的
理
性
は
、
宗
教
が
用
い
て
い
る
神
話
や
物
語
を
そ
の
ま
ま
借

用
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
を
科
学
的

説
明
に
そ
ぐ
わ
な
い
迷
妄
と
し
て
退
け
る
の
は
生
産
的
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ

の
神
話
や
物
語
を
合
理
的
討
議
に
耐
え
う
る
言
語
に
翻
訳
、
、

し
な
が
ら
、
た
え
ず

そ
こ
に
潜
む
普
遍
的
契
機
を
掬
い
あ
げ
て
い
く
努
力
を
す
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ

し
て
、
そ
の
努
力
は
宗
教
自
身
の
反
省
行
為
と
の
共
同
作
業
と
な
る
は
ず
だ
。

そ
し
て
そ
れ
は
同
時
に
、
啓
蒙
的
理
性
が
、
自
分
自
身
の
宗
教
的
出
自
に
気
づ

か
さ
れ
て
い
く
自
己
反
省
の
過
程
と
も
重
な
る
は
ず
だ
。

一
例
と
し
て
旧
約
聖
書
創
世
記
一
八
章
一
六
節
以
下
の
ソ
ド
ム
と
ゴ
モ
ラ
の

物
語
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
、
ユ
ダ
ヤ
教
と
い

う
三
大
一
神
教
は
、
と
も
に
ア
ブ
ラ
ハ
ム
を
信
仰
の
始
祖
と
仰
い
で
い
る
。
聖

書
の
こ
の
箇
所
に
は
、
そ
の
ア
ブ
ラ
ハ
ム
が
、
二
つ
の
町
の
処
罰
を
め
ぐ
っ
て

神
と
交
渉
す
る
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
従
来
、
こ
れ
ら
の
町
は
ホ
モ
セ
ク
シ

ュ
ア
リ
テ
ィ
が
横
行
し
て
い
た
た
め
に
滅
ぼ
さ
れ
た
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
そ

の
よ
う
に
読
め
そ
う
な
表
現
も
な
く
は
な
い
が
、
近
年
の
自
由
主
義
神
学
で
は

寄
留
者
へ
の
攻
撃
性
が
神
の
怒
り
を
買
っ
た
と
い
う
説
が
支
持
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
倫
理
的
に
堕
落
し
た
こ
の
町
を
主
人
で
あ
る
神

が
滅
ぼ
そ
う
と
し
た
と
き
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
神
に
向
か
っ
て
、
次
の
よ
う
に
語

っ
て
い
る
。

「
ま
こ
と
に
あ
な
た
は
正
し
い
者
を
、
悪
い
者
と
一
緒
に
滅
ぼ
さ
れ
る
の
で

す
か
。
た
と
い
、
あ
の
町
に
五
十
人
の
正
し
い
者
が
あ
っ
て
も
、
あ
な
た
は
な

お
、
そ
の
所
を
滅
ぼ
し
、
そ
の
中
に
い
る
五
十
人
の
正
し
い
者
の
た
め
に
こ
れ

を
ゆ
る
さ
れ
な
い
の
で
す
が
、
正
し
い
者
と
悪
い
者
と
を
一
緒
に
殺
す
よ
う
な

こ
と
を
、
あ
な
た
は
決
し
て
な
さ
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
正
し
い
者
と
悪
い
者
と

を
同
じ
よ
う
に
す
る
こ
と
も
、
あ
な
た
は
決
し
て
な
さ
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
全

地
を
さ
ば
く
者
は
正
義
を
行
う
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」

（
44
）

（
創
世
記
一
八
章

二
三
〜
二
五
節
）。

こ
の
よ
う
に
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
、
全
能
の
神
に
対
し
て
堂
々
と
、
そ
の
決
定
の
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蒙
的
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道
徳
的
正
当
性
を
問
い
た
だ
し
、「
全
地
を
さ
ば
く
者
と
し
て
の
正
義
」
の
遂

行
を
求
め
て
い
る
。

す
る
と
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
神
は
あ
っ
さ
り
と
こ
の
論
拠
に
屈
す
る
。「
も

し
ソ
ド
ム
で
町
の
中
に
五
十
人
の
正
し
い
者
が
あ
っ
た
ら
、
そ
の
人
々
の
た
め

に
そ
の
所
を
す
べ
て
ゆ
る
そ
う
」（
二
六
節
）。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
ア
ブ
ラ
ハ

ム
は
ひ
き
さ
が
ら
な
い
。で
は
正
し
い
者
の
人
数
が
四
十
五
人
な
ら
ば
ど
う
か
、

四
十
人
な
ら
ば
、
三
十
人
な
ら
ば
、
二
十
人
な
ら
ば
、
十
人
な
ら
ば
、
と
次
々

に
神
を
追
い
つ
め
て
い
く
。
つ
い
に
神
は
そ
れ
を
す
べ
て
認
め
て
ア
ブ
ラ
ハ
ム

と
の
対
話
を
終
え
、
去
っ
て
い
く
。
無
実
の
者
を
道
連
れ
に
す
る
「
集
団
罪
責

主
義
」
と
、
全
地
に
対
す
る
「
正
義
」
と
の
根
本
矛
盾
を
、
神
と
い
え
ど
も
認

め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
正
義
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
神
の
前
で
は
万
人
が

例
外
な
く
平
等
な
資
格
で
、
裁
き
と
救
い
の
前
に
立
た
さ
れ
る
と
い
う
原
則
に

ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
だ
。
そ
の
さ
い
、
裁
き
と
救
い
を
分
け
る
も
の
は
た
だ
一

つ
、
そ
う
約
束
す
る
神
へ
の
信
仰
に
固
く
立
ち
う
る
か
否
か
だ
。
た
ま
た
ま
、

あ
る
都
市
の
住
民
で
あ
る
か
ど
う
か
が
、
そ
の
基
準
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

旧
約
聖
書
の
神
は
、
老
い
た
ア
ブ
ラ
ハ
ム
夫
妻
に
恵
み
と
し
て
授
け
た
愛
息

イ
サ
ク
の
命
を
い
け
に
え
と
し
て
要
求
す
る
と
い
っ
た
理
不
尽
で
無
情
な
命
令

者
と
し
て
も
登
場
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
絶
対
服
従
を
要
求
す
る

神
と
い
え
ど
も
、
こ
と
「
正
義
の
原
則
」
を
論
拠
に
し
た
異
議
申
し
立
て
に
は

耳
を
傾
け
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
は
こ
の
神
が
、
な
に
よ
り
も
正
義
の
神
と
し

て
全
地
に
君
臨
し
て
い
る
か
ら
だ
。
聖
書
に
は
こ
の
よ
う
に
、
単
に
上
か
ら

「
命
令
す
る
」
神
だ
け
で
は
な
く
、
正
義
に
つ
い
て
「
対
話
す
る
」
神
、
そ
し

て
そ
の
論
拠
の
正
し
さ
の
前
に
は
、
み
ず
か
ら
の
判
断
を
修
正
す
る
準
備
の
あ

る
神
の
姿
も
ま
た
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
啓
蒙
的
理
性
は
宗
教
か
ら
学

び
取
り
、
同
時
に
宗
教
に
た
え
ず
思
い
出
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。

あ
ら
ゆ
る
宗
教
組
織
は
集
団
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
保
持
す
る
た
め
に
、

そ
の
メ
ン
バ
ー
に
さ
ま
ざ
ま
な
倫
理
や
宗
教
法
上
の
規
定
を
課
し
て
い
る
。
し

か
し
、
聖
書
の
記
事
に
は
、
こ
う
し
た
宗
教
法
に
対
す
る
普
遍
的
道
徳
法
の
優

位
を
説
く
教
え
も
ま
た
随
所
に
み
ら
れ
る（

45
）

。

こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
か
つ
て
教
皇
無
謬

説
を
批
判
し
て
教
授
職
を
追
わ
れ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
者
ハ
ン
ス
・
キ
ュ
ン
グ

は
、
非
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
圏
の
三
大
宗
教
（
イ
ス
ラ
ム
、
ヒ
ン
ズ
ー
、
仏

教
）
と
の
対
話
を
通
じ
て（

46
）

、
世
界
宗
教
に
潜
在
す
る
こ
う
し
た
普
遍
道
徳
へ

の
志
向
を
発
掘
し
て
き
た
。
キ
ュ
ン
グ
は
こ
れ
を
「
世
界
倫
理
」

（
47
）

と
名
付
け
、

こ
れ
を
基
軸
に
世
界
宗
教
間
の
対
話
と
相
互
理
解
を
深
め
る
こ
と
を
提
唱
し
て

い
る
。
正
義
の
原
則
を
論
拠
に
対
話
す
る
神
の
姿
勢
は
、
ま
さ
に
啓
蒙
的
理
性

が
追
い
求
め
て
き
た
普
遍
的
規
範
と
重
な
り
合
う
。
こ
の
意
味
で
は
、
近
代
の

啓
蒙
主
義
と
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
的
な
救
済
知
と
の
間
の
裂
け
目
は
、
一
見

す
る
よ
り
は
る
か
に
小
さ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
宗
教
に
道
徳
規
範
だ
け
を
求
め
る
の
は
間
違
っ
て
い
る
。
宗
教
は

何
よ
り
も
苦
悩
や
不
安
か
ら
の
解
放
の
約
束
と
し
て
人
々
を
と
ら
え
て
き
た
。

共
同
体
が
与
え
る
安
心
感
、
生
の
充
足
感
、
彼
岸
で
の
至
福
、
現
世
利
益

り
や
く

、
罪

か
ら
の
救
済
、
愛
さ
れ
る
こ
と
の
幸
福
感
、
崇
高
な
物
と
の
一
体
感
、
永
遠
の

生
命
、
等
々
も
ま
た
宗
教
の
重
要
な
要
素
だ
ろ
う
。
宗
教
が
提
供
す
る
約
束
や

内
的
経
験
は
複
雑
か
つ
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
普
遍
道
徳
の
要
求

だ
け
を
抽
出
し
よ
う
と
す
る
の
は
あ
ま
り
に
も
一
面
的
だ
。
宗
教
が
神
の
名
の

下
に
犯
し
て
き
た
歴
史
的
犯
罪
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。宗
教
は
今
日
、
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し
ば
し
ば
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
譬
え
ら
れ
る
多
元
的
で
混
淆
的
な
様
相
を

呈
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
新
宗
教
運
動
の
裾
野
に
は
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
・
マ
ー
ケ

ッ
ト
や
エ
ゾ
テ
リ
ッ
ク
・
メ
ッ
セ
な
ど
と
呼
ば
れ
る
巨
大
な
商
品
市
場
が
広
が

っ
て
い
る（

48
）

。
さ
ま
ざ
ま
な
儀
礼
や
イ
ヴ
ェ
ン
ト
、
歌
や
踊
り
を
通
じ
て
表
現

さ
れ
る
集
団
行
為
は
、
管
理
社
会
や
物
質
文
明
か
ら
の
解
放
経
験
を
提
供
す
る

サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
一
部
に
溶
け
込
ん
で
い
る
。

し
か
し
世
界
宗
教
は
、
言
語
や
民
族
や
国
家
を
超
え
る
信
仰
共
同
体
を
構
想

し
た
と
い
う
点
で
、
ベ
ッ
ク
が
言
う
よ
う
に
当
初
か
ら
グ
ロ
ー
バ
ル
な
性
格
を

備
え
て
い
た（

49
）

。
そ
の
共
同
体
を
つ
な
ぎ
と
め
て
き
た
も
の
は
、
時
々
の
宗
教

儀
式
や
集
団
へ
の
帰
属
だ
け
で
は
な
く
、
ま
さ
に
国
境
な
き
普
遍
道
徳
の
要
求

だ
っ
た
。
各
宗
教
が
こ
の
こ
と
を
思
い
出
す
瞬
間
が
あ
る
な
ら
ば
、
啓
蒙
的
理

性
と
宗
教
の
間
の
相
互
翻
訳
過
程
は
格
段
に
進
む
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
同

じ
瞬
間
に
、
啓
蒙
的
理
性
も
ま
た
、
み
ず
か
ら
の
要
求
が
、
じ
つ
は
自
分
た
ち

が
声
を
上
げ
る
は
る
か
以
前
に
、
世
界
宗
教
に
よ
っ
て
告
知
さ
れ
て
い
た
こ
と

に
気
付
か
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
啓
蒙
的
理
性
は
ま
さ
に
世
界
宗
教
の

正
当
な
遺
産
相
続
人
な
の
だ
。
世
俗
的
市
民
社
会
は
、
宗
教
的
集
団
に
対
し
て
、

自
ら
の
殻
に
閉
じ
こ
も
ら
ず
に
シ
ヴ
ィ
ル
・
ソ
サ
イ
エ
テ
ィ
が
標
榜
す
る
普
遍

的
要
求
へ
と
歩
み
よ
っ
て
く
る
よ
う
に
説
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し

そ
れ
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、
そ
の
要
求
が
、
か

つ
て
世
界
宗
教
の
中
心
か
ら
発
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
、
ま
た
現
在
も
、
今
後

も
、
発
し
続
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
、
宗
教
と
の
共
同
作
業
を
通
じ
て

確
認
し
て
い
く
こ
と
だ
。
こ
の
共
同
作
業
こ
そ
が
、
ポ
ス
ト
世
俗
化
時
代
に
要

請
さ
れ
る
宗
教
意
識
と
啓
蒙
的
理
性
と
の
相
互
翻
訳
の
新
た
な
可
能
性
を
切
り

開
く
こ
と
だ
ろ
う
。

付
記

こ
れ
は
二
〇
〇
九
年
度
個
人
研
究
助
成
費
を
受
け
て
行
わ
れ
た
研
究
の
報

告
で
あ
る
。

注（
１
）
宗
教
の
回
帰
現
象
と
原
理
主
義
化
に
つ
い
て
は
た
と
え
ばM

artin
R
iese-

b
rod
t,

D
ie

R
ückkehr

der
R

eligionen
-

F
undam

entalism
us

und
der

"K
am

pfder
K

ulturen".
M

ünchen,2001.

を
参
照
。

（
２
）「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
過
半
数
の
国
民
が
定
期
的
に
教
会
に
通
っ
て
い
る
の
は

三
国
（
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ス
イ
ス
）
だ
け
で
あ
る
。
大
半
の
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
は
二
〇
％
に
満
た
ず
、
旧
東
ド
イ
ツ
と
ス
カ
ン
ジ
ナ
ヴ
ィ
ア

諸
国
で
は
一
ケ
タ
台
に
と
ど
ま
る
。
逆
に
教
会
に
ま
っ
た
く
行
か
な
い
人
は
ポ

ー
ラ
ン
ド
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
ス
イ
ス
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
で
は
一
〇
％
未
満
に
と

ど
ま
り
、
そ
れ
が
五
〇
％
を
超
え
て
い
る
の
は
（
少
な
い
方
か
ら
順
に
）
フ
ラ

ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
、
旧
東
ド
イ
ツ
で
あ
る
」。José

C
asan

ov
a,

D
ie

religiöse
Lage

in
E

uropa.In:Säkularisierung
und

die
W

eltreligion,

h
rsg
.
V
.
H
an
s
Joas

u
n
d
K
lau
s
W
ieg
an
d
t,
F
ran
k
fu
lt
a.
M
.
2007,

S
.326.

同
書
の
三
五
二
〜
七
ペ
ー
ジ
に
は
興
味
深
い
比
較
表
が
掲
載
さ
れ
て
い

る
。

（
３
）「
カ
ト
リ
ッ
ク
の
聖
職
者
は
、
そ
の
過
半
数
が
六
〇
歳
以
上
と
い
う
、
か
つ
て

な
い
事
態
を
迎
え
て
い
る
。
現
在
は
ま
だ
（
定
年
退
職
者
を
含
め
て
）
四
〇
〇

人
の
司
祭
が
活
動
し
て
い
る
が
、こ
の
数
は
五
年
後
に
は
二
五
〇
人
に
減
少
し
、

二
〇
二
〇
年
を
過
ぎ
る
と
一
五
〇
人
ほ
ど
に
な
る
と
わ
れ
わ
れ
は
見
込
ん
で
い

る
。
二
〇
〇
八
年
度
に
助
祭
か
ら
司
祭
に
就
任
す
る
の
が
わ
ず
か
一
名
と
い
う

事
実
が
、
こ
の
状
況
の
明
白
な
証
左
で
あ
る
。
約
六
〇
〇
の
小
教
区
は
今
後
、

一
八
〇
の
小
教
区
連
合
に
ま
と
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
こ
の
小
教
区
連
合
一

つ
ひ
と
つ
に
、
そ
の
責
任
を
引
き
受
け
た
い
と
思
う
、
あ
る
い
は
引
き
受
け
て

く
れ
で
あ
ろ
う
司
祭
を
置
く
こ
と
は
最
終
的
に
で
き
な
く
な
る
。
し
た
が
っ
て

啓
蒙
的
理
性
と
宗
教

一
四
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各
教
区
教
会
で
毎
週
、
日
曜
日
に
ミ
サ
を
執
り
行
う
こ
と
は
保
証
で
き
な
く
な

る
」。Jürgen

L
enssen,Zukunftder

K
irchen

und
K

irchenbauten
in

den

kom
m

en
den

Ja
hrzehn

ten
.
U
n
v
erö
ffen

tlich
tes

M
an
u
sk
rip
t,

W
ü
rzb
u
rg
.
Z
it.
n
ach

U
lrich

B
eck
,

D
er

eigen
e

G
ott:

V
on

der

Friedensfähigkeit
und

dem
G

ew
altpotential

der
R

eligionen,
F
rankfult

a.M
.2008,S.49.

（
４
）「
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
急
速
な
キ
リ
ス
ト
教
の
広
が
り
は
、
大
量
の
改
宗
者
に

も
支
え
ら
れ
て
、
む
し
ろ
植
民
地
支
配
の
終
結
後
に
本
格
化
し
た
。
見
積
も
り

に
よ
れ
ば
、
現
在
ア
フ
リ
カ
で
は
、
一
日
に
つ
き
二
万
三
千
人
の
ペ
ー
ス
で
キ

リ
ス
ト
教
信
者
が
増
加
し
て
い
る
。
主
に
子
供
の
誕
生
に
よ
る
も
の
だ
が
、
六

分
の
一
以
上
は
改
宗
に
よ
る
も
の
だ
。
ア
フ
リ
カ
の
人
口
に
占
め
る
キ
リ
ス
ト

教
徒
の
割
合
は
、
一
九
六
五
年
か
ら
二
〇
〇
一
年
ま
で
の
間
に
、
二
五
％
か
ら

四
六
％
に
上
昇
し
た
。
た
し
か
に
宗
教
統
計
の
信
頼
度
は
き
わ
め
て
高
い
と
は

い
え
な
い
。
し
か
し
少
な
く
と
も
そ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る
傾
向
に
は
反
論
の
余

地
が
な
い
。ア
ジ
ア
に
お
い
て
も
キ
リ
ス
ト
教
の
驚
く
べ
き
拡
大
が
み
ら
れ
る
。

そ
の
最
た
る
例
は
韓
国
だ
…
。
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ペ
ン
テ
コ
ス
テ
派

と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
系
諸
派
の
勝
利
行
進
に
は
、
明
ら
か
に
一
時
的
現
象
で
は

片
付
け
ら
れ
な
い
も
の
が
あ
る
」
。H

an
s
Joas,

D
ie

Z
u

ku
n

ft
des

C
hristentum

s.
In:
B
lätter

für
deutsche

und
internationale

P
olitik

8,

2007,S.983

。

（
５
）B

eck,ibd.,S.39.

（
６
）B

eck,ibd.,S.48.

（
７
）
二
〇
〇
九
年
一
一
月
二
九
日
、
ス
イ
ス
は
国
民
投
票
で
ミ
ナ
レ
ッ
ト
（
イ
ス
ラ

ム
教
寺
院
で
礼
拝
時
刻
の
告
知
を
行
う
た
め
に
使
わ
れ
る
尖
塔
）
の
新
規
建
設

禁
止
を
決
定
し
た
。国
際
人
権
Ｎ
Ｇ
Ｏ
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
ラ
イ
ツ
・
ウ
ォ
ッ
チ
は
、

こ
の
決
定
は
欧
州
人
権
条
約
の
保
証
す
る
「
信
仰
の
自
由
」
を
侵
害
す
る
も
の

だ
と
批
判
し
て
い
る
。

（
８
）
二
〇
一
〇
年
七
月
一
三
日
、
フ
ラ
ン
ス
国
民
議
会
（
下
院
）
は
イ
ス
ラ
ム
教
徒

の
女
性
が
全
身
を
覆
う
ブ
ル
カ
な
ど
の
衣
装
に
つ
い
て
、
公
共
の
場
で
の
着
用

を
禁
じ
る
法
案
を
賛
成
三
三
五
、
反
対
一
の
圧
倒
的
多
数
で
可
決
。
同
年
九
月

に
は
上
院
で
可
決
、
成
立
し
、
一
〇
月
に
は
大
統
領
経
験
者
や
法
律
専
門
家
か

ら
な
る
憲
法
評
議
会
で
合
憲
と
判
断
さ
れ
、
施
行
が
決
定
し
た
。
た
だ
し
同
評

議
会
は
一
〇
月
七
日
の
声
明
で
、
一
七
八
九
年
の
人
権
宣
言
に
明
記
さ
れ
て
い

る
信
教
の
自
由
に
配
慮
し
、
宗
教
施
設
内
で
の
ブ
ル
カ
な
ど
の
着
用
に
つ
い
て

は
認
め
る
べ
き
だ
と
の
見
解
を
示
し
た
。

同
様
の
法
律
は
ベ
ル
ギ
ー
で
も
可

決
す
る
見
通
し
。

（
９
）
デ
ン
マ
ー
ク
の
代
表
的
な
高
級
紙
ユ
ラ
ン
ズ
・
ポ
ス
テ
ン
が
二
〇
〇
五
年
九
月

三
〇
日
の
紙
面
に
一
二
枚
の
ム
ハ
ン
マ
ド
の
風
刺
画
を
掲
載
し
、
し
か
も
こ
れ

に
対
す
る
イ
ス
ラ
ム
諸
国
大
使
の
抗
議
を
デ
ン
マ
ー
ク
政
府
が
取
り
合
わ
な
か

っ
た
こ
と
か
ら
、
イ
ス
ラ
ム
諸
国
で
、
デ
ン
マ
ー
ク
に
対
す
る
大
規
模
な
抗
議

運
動
が
展
開
さ
れ
た
。
シ
リ
ア
や
レ
バ
ノ
ン
で
は
大
使
館
や
領
事
館
に
対
す
る

デ
モ
が
放
火
事
件
に
発
展
し
、
各
国
で
デ
ン
マ
ー
ク
製
品
の
ボ
イ
コ
ッ
ト
運
動

が
行
わ
れ
た
。

（
10
）C

h
arles

T
ay
lor,

A
Secular

A
ge.
C
am
b
rid
g
e,
M
assach

u
setts,

an
d

L
ondon

2007.

（
11
）B

eck,ibd.

（
12
）T

erry
E
agleton,R

eason,Faith,and
R

evolution:R
eflections

on
the

G
od

D
ebate,N

ew
H
aven

and
L
ondon

2010.

（
邦
訳
テ
リ
ー
・
イ
ー
グ
ル
ト
ン

『
宗
教
と
は
何
か
』、
大
橋
洋
一
、
小
林
久
美
子
訳
、
青
土
社
、
二
〇
一
〇
）

（
13
）
以
下
の
叙
述
で
は
「
近
代
理
性
」
と
「
啓
蒙
的
理
性
」
と
い
う
表
現
が
混
在
し

て
い
る
が
、
近
代
科
学
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
対
象
世
界
の
合
理
的
説
明
能
力

に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
と
き
に
は
主
と
し
て
前
者
を
、
そ
れ
が
人
権
や
自
由

な
ど
、
主
体
の
行
為
や
自
己
理
解
に
敷
衍
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
主
と
し
て
後

者
を
用
い
て
い
る
。

東
京
経
大
学
会
誌
　
第
二
六
九
号

一
五
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（
14
）
た
と
え
ばSir

R
obert

F
ilm
er,

Patriarcha
and

O
ther

W
ritings.

edited

by
Johann

P
.Som

m
erville,C

am
bridge

1991.

な
ど
。

（
15
）
ホ
ッ
ブ
ズ
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
た
え
ざ
る
戦
争
状
態
は
自
己
保
存
を
求
め
る

自
然
権
を
脅
か
し
、
人
間
に
内
在
す
る
理
性
を
呼
び
覚
ま
す
。
そ
の
理
性
は

「
自
己
の
安
全
の
た
め
に
は
可
能
な
か
ぎ
り
平
和
を
求
め
よ
」、「
平
和
が
不
可

能
な
場
合
に
は
、
全
手
段
を
行
使
し
て
戦
え
」
と
求
め
る
。
こ
れ
が
ホ
ッ
ブ
ズ

の
い
う
第
一
の
自
然
法
だ
。
し
か
し
こ
れ
で
は
ま
だ
完
全
で
は
な
い
。
私
が
自

己
の
安
全
の
た
め
に
可
能
な
限
り
平
和
を
求
め
た
と
し
て
も
、
誰
か
が
先
制
攻

撃
を
し
か
け
て
き
た
ら
ど
う
な
る
か
。
そ
の
時
に
は
も
ち
ろ
ん
私
は
全
手
段
を

行
使
し
て
戦
う
こ
と
に
な
り
、
戦
争
状
態
が
戻
っ
て
く
る
。
そ
こ
で
人
々
は
必

然
的
に
第
二
の
自
然
法
を
求
め
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
こ
の
よ
う
に

命
じ
る
法
と
な
る
に
違
い
な
い
。「
自
己
の
安
全
を
確
実
な
も
の
と
す
る
た
め
、

万
人
が
自
ら
の
自
然
権
を
自
発
的
に
放
棄
せ
よ
」、「
相
互
に
契
約
を
結
び
、
各

人
の
代
表
者
で
あ
る
主
権
者
を
選
ぶ
べ
し
」、「
主
権
者
の
定
め
る
法
に
絶
対
服

従
す
べ
し
」、「
違
反
者
を
処
罰
す
る
権
能
は
主
権
者
に
集
中
せ
よ
」
と
。
こ
う

し
て
は
じ
め
て
、
世
俗
世
界
が
み
ず
か
ら
の
手
で
作
り
上
げ
た
超
越
的
権
力
が

成
立
し
、
そ
の
下
で
初
め
て
民
衆
は
平
和
と
安
全
を
享
受
で
き
る
と
い
う
わ
け

だ
。ホ

ッ
ブ
ズ
が
こ
う
し
た
理
性
法
の
演
繹
に
こ
だ
わ
っ
た
背
景
に
は
、
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
伝
統
に
対
す
る
懐
疑
が
あ
っ
た
。
当
時
、
下
院
議

長
、
王
座
裁
判
所
主
席
裁
判
官
を
歴
任
し
た
エ
ド
ワ
ー
ド
・
コ
ー
ク
（
一
五
五

二
―
一
六
三
四
、
ク
ッ
ク
と
も
称
さ
れ
る
）
は
過
去
の
判
例
の
積
み
重
ね
に
よ

る
法
支
配
を
体
系
化
し
、
今
日
ま
で
続
く
イ
ギ
リ
ス
法
体
系
の
基
礎
を
作
り
上

げ
た
。
コ
ー
ク
は
「
権
利
の
請
願
」
の
起
草
者
と
し
て
、
貴
族
院
が
提
案
し
た

「
王
の
主
権
」
を
削
除
す
る
な
ど
、
勇
気
と
見
識
と
を
示
し
た
が
、
し
か
し
肝

心
の
主
権
問
題
は
混
迷
を
き
わ
め
た
。
と
り
わ
け
「
王
の
主
権
」
か
「
王
と
議

会
の
共
同
主
権
」
か
、
と
い
う
決
定
的
争
点
で
は
、
先
例
主
義
を
盾
に
両
方
の

主
張
が
可
能
だ
っ
た
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
国
家
の
正
当
性
の
根
源
で
あ
る
主
権
の
定

義
に
つ
い
て
、相
矛
盾
す
る
判
例
を
双
方
が
引
用
し
う
る
よ
う
な
先
例
主
義
は
、

国
家
の
分
裂
と
内
戦
の
危
険
を
も
た
ら
す
と
危
惧
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
近
代
科
学

の
方
法
的
厳
密
さ
を
政
治
哲
学
に
招
き
い
れ
、
物
体
の
運
動
と
同
様
に
、
国
家

主
権
を
決
定
す
る
の
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
で
は
な
く
理
性
法
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
を
主
張
し
よ
う
と
し
た
（
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
対
す
る
ホ
ッ
ブ
ズ
の
批
判

に
つ
い
て
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
『
哲
学
者
と
法
学
徒
と
の
対
話_

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の

コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
め
ぐ
る

』
田
中
浩
、
新
井
明
、
重
森
臣
広
訳
、
岩
波
文
庫
、

二
〇
〇
二
、
を
参
照
）。

そ
の
意
味
で
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
『
哲
学
体
系
』
が
『
物
体
論
』（D

e
C
orp
ore,

1655

）、『
人
間
論
』（D

e
H
om
in
e,
1658

）、『
市
民
論
』（D

e
C
iv
e,
1642

）

の
三
部
構
成
を
と
っ
て
い
た
の
は
偶
然
で
は
な
い
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
こ
れ
を
通

じ
て
、
物
体
を
律
す
る
ル
ー
ル
が
、
い
か
に
人
間
と
そ
の
共
同
体
を
律
す
る
ル

ー
ル
の
下
部
構
造
を
な
し
て
い
る
か
を
連
続
的
、
説
得
的
に
証
明
し
よ
う
と
し

た
（T

hom
as
H
obbes,

E
lem

ente
der

Philosophie.
E

rste
A

bteilung:
D

er

K
örper,

H
am
b
u
rg
1997.

Zw
eite

A
bteilung:

V
om

M
enschen,

D
ritte

A
bteilu

n
g:

vom
B

ü
rger,

H
am
b
u
rg
1994.,

ü
b
ersetzt

v
on
K
arl

Schuhm
ann.

）。
偶
然
だ
っ
た
の
は
む
し
ろ
上
記
の
第
三
部
（
ホ
ッ
ブ
ズ
『
市

民
論
』
本
田
裕
志
訳
、
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
八
）
と
、
そ
れ
を
発

展
さ
せ
た
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』（L

eviathan
or
T
he
M
atter,

F
orm
e,
&

P
ow
er
of
a
com
m
on-w

ealth
E
cclesiasticall

and
C
ivil.L

onden
1651

、

ホ
ッ
ブ
ズ
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
水
田
洋
訳
、
第
一
巻
、
一
九
九
二
、
第
二
巻
、

一
九
九
二
、
第
三
巻
、
一
九
八
二
、
第
四
巻
、
一
九
八
五
、
岩
波
書
店
）
が
、

イ
ギ
リ
ス
の
内
乱
に
よ
っ
て
先
行
出
版
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
の
方
だ
っ

た
。

（
16
）
カ
ン
ト
『
実
践
理
性
批
判
』
波
多
野
精
一
、
宮
本
和
吉
、
篠
田
英
雄
訳
、
岩
波

文
庫
、
一
九
八
四
年
。
七
二
ペ
ー
ジ
参
照
。
た
だ
し
訳
文
は
前
後
関
係
に
あ
わ

啓
蒙
的
理
性
と
宗
教

一
六
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せ
て
適
宜
変
更
し
た
。

（
17
）
た
だ
し
、
こ
こ
で
の
「
理
論
的
水
準
」「
実
践
的
水
準
」
と
い
う
区
別
は
、
カ

ン
ト
の
「
理
論
理
性
」
と
「
実
践
理
性
」
の
区
別
に
正
確
に
対
応
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
カ
ン
ト
は
因
果
律
に
依
拠
す
る
現
象
界
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
理

論
理
性
と
、
道
徳
律
に
依
拠
す
る
自
由
行
為
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
実
践
理
性
を

区
別
し
た
が
、
同
時
に
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
に
お
い
て
、
純
粋
な
形
式
と
し
て
記

述
で
き
る
要
素
（
純
粋
理
論
理
性
、
純
粋
実
践
理
性
）
と
、
具
体
的
内
容
を
含

む
現
実
に
か
か
わ
る
要
素
と
を
区
別
し
て
論
じ
た
。
こ
こ
で
は
後
者
の
意
味
で

の
区
別
と
し
て
、
こ
の
二
つ
の
表
現
を
用
い
て
い
る
。
ち
な
み
に
ハ
ー
バ
ー
マ

ス
も
、
民
主
主
義
の
原
理
原
則
に
つ
い
て
は
き
わ
め
て
リ
ゴ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な

議
論
を
し
て
い
る
が
、
た
と
え
ば
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
そ
の
具
体
的
実
現
に
つ
い
て

は
、
各
国
の
速
度
差
や
歴
史
事
情
を
認
め
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
改
善
策
を

支
持
し
て
い
る
。

（
18
）「
自
然
は
人
間
の
寿
命
を
短
く
定
め
て
い
る
の
だ
か
ら
、
人
類
の
啓
蒙
の
萌
芽

が
、
自
然
の
意
図
す
る
も
の
に
完
全
に
ふ
さ
わ
し
い
段
階
に
ま
で
発
達
す
る
こ

と
は
、
一
人
の
人
に
お
い
て
は
不
可
能
で
あ
る
。
自
然
は
お
そ
ら
く
無
限
に
つ

づ
く
世
代
を
育
て
あ
げ
、
一
つ
の
世
代
が
次
の
世
代
へ
と
啓
蒙
を
ひ
き
つ
ぐ
よ

う
に
す
る
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
少
な
く
と
も
人
間
の
理
念

に
お
い
て
は
、
こ
の
完
全
に
発
達
し
た
状
態
こ
そ
、
人
間
の
営
み
の
〈
目
的
〉

と
な
る
べ
き
で
あ
る
」。『
世
界
市
民
と
い
う
視
点
か
ら
見
た
普
遍
史
の
理
念
』

中
山
元
訳
、
光
文
社
古
典
新
訳
文
庫
、
二
〇
〇
六
、
三
六
ペ
ー
ジ
。

（
19
）
こ
の
二
つ
の
水
準
は
、
相
互
に
ど
の
よ
う
な
関
係
に
立
つ
の
か
、
第
一
の
水
準

は
人
類
の
学
習
過
程
に
対
し
て
本
当
に
超
越
的
条
件
な
の
か
、
そ
う
で
な
い
と

す
れ
ば
純
粋
理
性
の
概
念
は
ど
の
よ
う
に
歴
史
の
中
で
、
共
同
体
に
よ
っ
て
学

習
さ
れ
て
い
く
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
は
、
哲
学
的
に
き
わ
め
て
興
味
深
い
問

題
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

（
20
）
カ
ン
ト
『
永
遠
平
和
の
た
め
に
／
啓
蒙
と
は
何
か

他
３
編
』
中
山
元
訳
、
光

文
社
古
典
新
訳
文
庫
、
二
〇
〇
六
参
照
。

（
21
）Jürgen
H
aberm

as,
G

lauben
und

W
issen.

Friedenspreis
des

D
eutschen

B
uchhandels.

F
rankfurt

a.M
.2000.

「
信
仰
と
知
識
」（
二
〇
〇
一
年
度
ド

イ
ツ
書
籍
協
会
平
和
賞
受
賞
演
説
）、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
『
引
き
裂
か
れ
た
西
洋
』

大
貫
敦
子
、
木
前
利
秋
、
鈴
木
直
、
三
島
憲
一
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇

〇
九
年
所
収
、
二
七
七
ペ
ー
ジ
。

（
22
）
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
『
宗
教
社
会
学
論
選
』
大
塚
久
雄
・
生
松
敬
三
訳
、

み
す
ず
書
房
、
一
九
七
二
、
一
〇
一
ペ
ー
ジ
。

（
23
）B

eck,ibd.,S.36.

な
お
、
引
用
文
中
の
強
調
は
ベ
ッ
ク
に
よ
る
。

（
24
）
こ
う
し
た
方
向
で
の
先
駆
的
業
績
の
一
つ
は
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
学
者
デ
イ
ヴ
ィ

ッ
ド
・
マ
ー
テ
ィ
ン
の
『
世
俗
化
の
一
般
理
論
』
だ
っ
た
。
同
書
は
一
九
七
八

年
の
出
版
だ
が
、
そ
の
第
一
章
は
一
九
六
九
年
に
す
で
に
発
表
さ
れ
て
い
る
。

マ
ー
テ
ィ
ン
は
宗
教
と
モ
ダ
ニ
テ
ィ
が
共
存
し
う
る
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
を
提
示

し
、
ポ
ス
ト
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
時
代
に
あ
っ
て
は
、
近
代
化
過
程
で
国
民
国
家

と
結
び
つ
い
て
き
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
よ
り
も
、
ト
ラ
ン
ス
・
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
に
依
拠
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
方
が
新
た
な
意
義
を
獲
得
す
る
だ
ろ

う
と
予
測
し
て
い
た
。D

av
id
M
artin

,
A

G
en

era
l

T
heory

fo

Secularization,
O
xford

1978.

を
参
照
の
こ
と
。
ま
た
、
ピ
ー
タ
ー
・
バ
ー

ガ
ー
も
早
い
時
期
か
ら
、
宗
教
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
過
程
で
多
元
化
し
、
個
人

的
選
択
に
委
ね
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、「
聖
な
る
天
蓋
」
と
し
て
の
宗
教
そ

の
も
の
は
衰
退
し
な
い
と
主
張
し
、
ポ
ス
ト
世
俗
化
時
代
を
予
見
し
て
い
た
。

ピ
ー
タ
ー
・
バ
ー
ガ
ー
『
聖
な
る
天
蓋
―
―
神
聖
世
界
の
社
会
学
』
薗
田
稔
訳
、

新
曜
社
、
一
九
七
九
、
参
照
。
な
お
世
俗
化
理
論
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
以
下

の
著
作
の
ハ
ン
ス
・
ヨ
ア
ス
に
よ
る
序
文
が
分
り
や
す
い
。H

an
s
Joas,

G
esellschaft,

Staat
und

R
eligion.

Ihre
V

erhältnis
in

der
Sicht

der

W
eltreligion.In:Säkularisierung

und
die

W
eltreligion,a.a.O

.S.9-43.

（
25
）B

eck,ibd,S.34.
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（
26
）K

lau
s
T
h
om
alla,

H
aberm

as
und

die
R

eligion
.
In
:
In
form

ation

P
hilosophie.37.Jg,H

eft
2/2009,M

ai
2009.S.30-35.

（
27
）Jürg

en
H
ab
erm
as,

T
heorie

des
kom

m
unikativen

H
andelns.

2
B
d
e.,

F
rankfurt

a.
M
.
1981.,

durchgesehene
A
uflage

1987.,
1995.

ハ
ー
バ

ー
マ
ス
『
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
の
理
論
』
上
巻
、
河
上
倫
逸
訳
（
一

九
八
五
）、
中
巻
、
藤
沢
賢
一
郎
訳
（
一
九
八
六
）、
下
巻
、
丸
山
高
司
訳
（
一

九
八
七
）、
未
来
社
。

（
28
）ibd.B

and
2,Z
ur
K
ritik

der
funktionalistischen

V
ernunft,S.118.

（
29
）Jü

rg
en
H
ab
erm
as,

N
achm

etaphysisches
D

enken:
P

hilosophische

A
ufsätze.F

rankfurt
a.M

.1988.

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
『
ポ
ス
ト
形
而
上
学
の
思

想
』
藤
沢
賢
一
郎
、
忽
那
敬
三
訳
、
未
来
社
、
一
九
九
〇
。

（
30
）ibd.S.60.

（
31
）
注
21
参
照
。

（
32
）『
引
き
裂
か
れ
た
西
洋
』、
二
七
一
ペ
ー
ジ
。

（
33
）
同
上
。

（
34
）Jürg

en
H
ab
erm
as,
Josep

h

（B
en
ed
ik
t
X
V
I.

）R
atzin

g
er,

D
ialektik

der
Säkularisierung:

Ü
ber

V
ernunft

und
R

eligion,
H
rsg.

von
F
lorian

Schuller,
F
reiburg

in
B
reisgau,

2005.

ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
／
ヨ

ー
ゼ
フ
・
ラ
ッ
ツ
ィ
ン
ガ
ー
『
ポ
ス
ト
世
俗
化
時
代
の
哲
学
と
宗
教
』
フ
ロ
リ

ア
ン
・
シ
ュ
ラ
ー
編
、
三
島
憲
一
翻
訳
解
説
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
。

（
35
）Jürgen

H
aberm

as,
E

in
B

ew
u

tsein
von

dem
,

w
as

fehlt
in:
ders,

E
in

B
ew

u
tsein

von
dem

,w
as

fehlt.E
ine

D
iskussion

m
itJürgen

H
aberm

as.

H
rsg.von

M
ichael

R
eder,Josef

Schm
idt,F

rankfurt
a.M
.2008.

（
36
）ibd.S.29.

（
37
）Jü
rg
en
H
ab
erm
as,

W
ahrheit

und
R

echtfertigung
-

philosophische

A
ufsätze,erw

eiterte
A
usgabe,F

rankfurt
a.M
.2004.S.103.

（
38
）A

u
s
d
em

V
ortrag

sm
an
u
sk
rip
t:
Jü
rg
en
H
ab
erm

as,
E

in
e

"postsäkulare"
G

esellschaft
-

w
as

hei
t

das?

二
〇
〇
七
年
三
月
一
五
日
、

オ
ラ
ン
ダ
で
行
わ
れ
た
ネ
ク
ス
ス
研
究
所
（
ベ
ル
リ
ン
工
科
大
学
技
術
社
会
セ

ン
タ
ー
「
共
同
作
業
お
よ
び
学
際
研
究
の
た
め
の
研
究
所
」）
主
催
講
演
会
で

の
講
演
原
稿
「『
ポ
ス
ト
世
俗
化
』
社
会
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
」。
な
お
こ
の
講

演
は
、
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
『
あ
あ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
』
三
島
憲
一
、
鈴

木
直
、
大
貫
敦
子
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
〇
年
に
所
収
。
同
書
一
〇
七
ペ
ー

ジ
以
下
参
照
。

（
39
）
た
と
え
ば
英
国
国
教
会
の
最
高
指
導
者
、
ロ
ー
ワ
ン
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
、
カ
ン

タ
ベ
リ
ー
大
主
教
は
二
〇
〇
八
年
二
月
七
日
、
Ｂ
Ｂ
Ｃ
の
ラ
ジ
オ
番
組
で
「
イ

ス
ラ
ム
法
の
一
部
を
建
設
的
に
適
用
す
る
可
能
性
を
考
え
る
余
地
が
あ
る
」
と

述
べ
て
、
英
司
法
制
度
へ
の
部
分
的
な
イ
ス
ラ
ム
法
適
用
を
認
め
る
発
言
を
し

た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
で
暮
ら
す
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
一
部
は
現
に
、
結
婚
、
離

婚
、
遺
産
相
続
な
ど
に
つ
い
て
イ
ス
ラ
ム
法
（
フ
ィ
ク
フ
）
に
則
っ
た
家
族
生

活
を
送
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
公
式
に
容
認
す
れ
ば
、
国
民
国
家
内
に

法
の
統
治
が
及
ば
な
い
共
同
体
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
り
、
原
理
的
に
は
イ
ス

ラ
ム
で
許
さ
れ
て
い
る
多
重
婚
が
一
夫
一
婦
制
の
社
会
で
ま
か
り
通
る
こ
と
に

な
る
。
当
時
の
ゴ
ー
ド
ン
･
ブ
ラ
ウ
ン
首
相
報
道
官
は
、
英
国
の
法
律
に
違
反

す
る
行
為
を
正
当
化
す
る
た
め
に
イ
ス
ラ
ム
法
が
利
用
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と

述
べ
、
こ
の
大
主
教
の
主
張
を
牽
制
し
た
。

（
40
）『
あ
あ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
』、
一
二
三
ペ
ー
ジ
。

（
41
）
同
前
、
一
二
四
ペ
ー
ジ
。

（
42
）
同
前
、
一
二
八
ペ
ー
ジ
。
一
部
訳
語
変
更
。

（
43
）
同
前
、
一
三
〇
ペ
ー
ジ
。

（
44
）
日
本
聖
書
協
会
、
一
九
五
五
年
改
訳
よ
り
。
た
だ
し
「
公
義
」
と
い
う
表
現
は

こ
こ
で
は
「
正
義
」
と
変
更
し
て
あ
る
。

（
45
）
た
と
え
ば
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
第
三
章
四
節
（
安
息
日
よ
り
も
人
命
を
救
う

こ
と
の
優
先
性
）、
同
七
章
一
八
節
以
下
（
宗
教
法
が
定
め
る
食
物
タ
ブ
ー
へ

啓
蒙
的
理
性
と
宗
教

一
八
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の
批
判
と
道
徳
の
内
在
性
）、
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
五
章
二
三
節
（
宗
教
儀

式
よ
り
も
他
者
と
の
和
解
の
重
要
性
）、
同
二
三
章
二
三
節
（
十
分
の
一
税
よ

り
も
公
平
と
あ
わ
れ
み
と
忠
実
の
重
要
性
）、
第
一
コ
リ
ン
ト
書
七
章
一
九
節

（
割
礼
よ
り
も
神
の
掟
の
重
要
性
）、
ガ
ラ
テ
ヤ
書
五
章
六
節
（
立
法
遵
守
よ
り

も
愛
の
行
為
の
重
要
性
）
等
々
、
支
配
構
造
と
結
び
つ
い
た
宗
教
法
に
対
す
る

普
遍
道
徳
の
優
位
性
の
主
張
は
、
新
約
聖
書
の
基
本
思
想
の
一
つ
と
言
っ
て
過

言
で
は
な
い
。

（
46
）H

ans
K

üng,C
hristentum

und
W

eltreligionen.H
inführung

zum
D

ialog

m
it

Islam
,

H
in

du
ism

u
s

u
n

d
B

u
ddhism

u
s

（m
it
Josef

v
an
E
ss,

H
einrich

von
Stietencron

und
H
einz

B
echert

）.M
ünchen

1984.

（
47
）H

an
s
K

ün
g
,

Projekt
W

eltethos.
M

ün
ch
en
1990.

D
ers,

W
eltethos

für

W
eltpolitik

und
W

eltw
irtschaft.M

ünchen
1997.D

ers,W
ozu

W
eltethos?

R
eligion

und
E

thik
in

Zeiten
der

G
lobalisierung.

Im
G

espräch
m

it

Jürgen
H

oeren.
F
reib
u
rg
im
B
reisg

au
2006.

D
ers,

D
okum

entation

zum
W

eltethos.M
ünchen

2002.

（
48
）B

eck,ibd.S.28.

（
49
）B

eck,ibd.S.71.

「
宗
教
は
そ
も
そ
も
の
は
じ
め
か
ら
グ
ロ
ー
バ
ル
化
で
あ
る
」。
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