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１　

問
題
設
定

　

宗
教
と
政
治
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
と
い
う
問
い
は
、
古
典
古
代
以
来
の
政
治
思
想
の
伝
統
的
な
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
る
が
、

現
代
に
お
い
て
は
、
格
別
に
重
要
な
意
味
を
持
ち
つ
つ
あ
る
。
そ
の
一
つ
の
理
由
は
、「
世
俗
化
」
の
進
行
と
と
も
に
、「
宗
教
」
と

「
世
俗
」
の
二
分
法
的
な
対
置
が
ま
す
ま
す
明
確
化
し
、
そ
の
間
の
断
絶
が
強
ま
り
つ
つ
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
帰
結
は
、「
世
俗
」

の
側
か
ら
す
る
「
宗
教
」
に
対
す
る
否
定
的
な
視
線
の
強
ま
り
と
、「
宗
教
」
の
側
か
ら
す
る
「
世
俗
」
に
対
す
る
反
発
的
な
態
度
、

い
わ
ゆ
る
原
理
主
義
の
高
ま
り
で
あ
る
。
要
す
る
に
、「
宗
教
」
と
「
世
俗
」
の
間
の
境
界
線
は
、
ま
す
ま
す
明
確
に
引
き
直
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
り
、
日
常
生
活
の
中
に
、
不
可
分
の
形
で
溶
け
込
ん
だ
「
宗
教
的
な
要
素
」
と
い
う
捉
え
方
を
す
る

こ
と
は
、
次
第
に
困
難
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
ま
さ
に
「
世
俗
化
」
と
い
う
言
葉
で
語
ら
れ
る
よ
う
な
、
個
人
の
内
面
的
信
条
へ
の
「
押

し
込
め
」（
宗
教
の
「
私
化
」）
と
、「
世
俗
的
な
も
の
」
か
ら
の
「
宗
教
的
な
も
の
」
の
全
面
的
な
排
除
が
並
行
し
て
強
化
さ
れ
つ
つ

「
宗
教
」・「
世
俗
」・「
多
元
主
義
」

─
─
タ
ラ
ル
・
ア
サ
ド
と
政
治
理
論
─
─

茢
　
田
　
真
　
司



2國學院法學第 55 巻第 4号（2018）

あ
る
一
方
で
、
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
、
日
常
生
活
の
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
で
「
宗
教
的
な
も
の
」
が
噴
出
し
は
じ
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
動
向
は
、
ユ
ダ
ヤ-

キ
リ
ス
ト
教
圏
の
中
心
で
あ
る
西
洋
に
お
い
て
だ
け
生
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
非
西
洋
地
域
に
お

け
る
世
俗
化
の
進
行
は
、「
世
俗
化
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
現
象
を
引
き
起
こ
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
世
俗
化
の
引

き
起
こ
す
上
述
の
対
立
は
、
今
や
西
洋
だ
け
で
は
な
く
、
世
界
中
の
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
に
拡
大
し
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
「
世
俗
化
」
の
概
念
と
そ
れ
に
対
置
さ
れ
る
「
宗
教
」
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
形
で
見
直
し
が
進
め

ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
宗
教
」
概
念
の
西
洋
中
心
主
義
的
性
格
、
よ
り
限
定
し
て
い
え
ば
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
性
格
を
明
ら
か

に
す
る
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
宗
教
の
本
質
を
私
的
な
信
念
に
見
る
観
念
で
あ
り
、
そ
う
し
た
観
念
が
宗
教
の
「
私
化
」
と
い

う
「
世
俗
化
」
の
形
態
を
可
能
に
し
た
こ
と
は
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
逆
に
、
私
的
な
信
念
の
堅
固
さ
を
伴
わ
な
い
「
宗

教
的
な
も
の
」
は
、「
迷
信
」
と
さ
れ
た
り
「
原
始
的
宗
教
」
と
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
で
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
的
な
価
値
的
序
列
の
元

に
お
か
れ
た
り
、
そ
う
し
た
外
在
的
な
儀
礼
を
強
制
す
る
宗
教
に
よ
る
抑
圧
か
ら
の
「
解
放
」
と
い
う
啓
蒙
的
な
理
念
の
普
及
に
寄
与

し
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
と
り
わ
け
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
「
宗
教
概
念
批
判
」
の
中
で
、「
宗
教
的
な
も
の
」
は
必
ず
し
も
私
的
な
信
念
と
同
一

視
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
、
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
こ
う
し
た
宗
教
概
念
の
捉
え
直
し
は
、「
政
治
」
と
の
関
係
で
も
新
し

い
議
論
を
呼
び
起
こ
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
い
て
は
、
公
的
領
域
と
私
的
領
域
の
分

割
は
、
そ
の
境
界
線
を
ど
こ
に
引
く
に
し
て
も
、
自
明
の
前
提
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
宗
教
的
な
も
の
」
は
、
ま
さ
に
「
私
的
な
領
域
」

に
属
す
る
も
の
の
代
表
格
と
し
て
、「
公
的
領
域
」
か
ら
排
除
さ
れ
て
き
た
。「
宗
教
的
な
も
の
」
は
、
常
に
「
政
治
的
な
も
の
」
の
外

部
に
あ
る
も
の
と
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、「
宗
教
的
な
も
の
」
を
私
的
な
信
念
に
還
元
し
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た

「
私
的
な
領
域
」
へ
の
「
押
し
込
め
」
は
必
ず
し
も
可
能
な
も
の
で
も
妥
当
な
も
の
で
も
な
い
。
例
え
ば
、「
宗
教
的
な
も
の
」
が
、
儀
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礼
的
実
践
を
含
む
「
身
体
的
な
も
の
」
の
次
元
に
属
し
て
い
た
り
、
そ
う
し
た
身
体
的
挙
措
を
通
じ
て
、
信
念
よ
り
も
む
し
ろ
日
常
的

な
実
践
の
中
に
見
出
さ
れ
る
場
合
、
そ
れ
ら
を
「
公
的
領
域
」
か
ら
排
除
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
な
る
。
そ
こ
で
は
、
政
治
に
お
け
る

「
宗
教
的
な
も
の
」
の
扱
い
の
問
題
が
、
改
め
て
浮
上
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
公
私
の
分
離
を
自
明
の
前
提
と
す
る
リ
ベ

ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
中
で
、
ど
の
程
度
、
あ
る
い
は
、
ど
の
範
囲
で
宗
教
的
な
活
動
を
認
め
る
か
と
い
う
単
な
る
線
引
き
の
問
題

で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
は
公
的
領
域
と
私
的
領
域
と
い
う
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
根
幹
を
な
す
境
界
の
存
在
そ
れ
自
体
を

疑
問
に
付
す
も
の
で
あ
り
、
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
対
す
る
根
底
的
な
挑
戦
と
な
り
得
る
も
の
で
あ
）
1
（
る
。

　

本
稿
で
は
、
こ
の
「
政
治
」
と
「
宗
教
的
な
も
の
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
「
宗
教
的
な
も
の
」
の
側
か
ら
極

め
て
鋭
敏
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
タ
ラ
ル
・
ア
サ
ド
の
理
論
を
瞥
見
し
、
そ
の
「
政
治
的
な
も
の
」
に
対
す
る
イ
ン
パ
ク
ト
を
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ム
の
問
題
を
介
し
て
測
定
し
て
み
た
い
。

　

タ
ラ
ル
・
ア
サ
ド
は
一
九
三
三
年
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
の
メ
デ
ィ
ナ
で
生
ま
れ
）
2
（
た
。
父
親
は
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ア
サ
ド
で
あ
る
が
、
元
々

の
名
は
レ
オ
ポ
ル
ド
・
ヴ
ァ
イ
ス
と
い
っ
て
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
出
身
で
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
籍
を
も
つ
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
。
ム
ハ
ン
マ
ド

は
、
当
初
は
ユ
ダ
ヤ
教
を
信
仰
し
て
い
た
が
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
中
東
に
滞
在
し
て
い
る
間
に
イ
ス
ラ
ム
に
目
覚
め
て
改
宗
す

る
。
そ
し
て
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
で
シ
ャ
マ
ル
族
の
族
長
の
娘
で
あ
る
モ
ニ
ラ
と
結
婚
し
て
、
タ
ラ
ル
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ム

ハ
ン
マ
ド
は
、
そ
の
後
イ
ン
ド
を
経
て
、
さ
ら
に
パ
キ
ス
タ
ン
に
移
住
し
、
パ
キ
ス
タ
ン
の
建
国
に
政
治
家
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果

た
す
こ
と
に
な
）
3
（
る
。
ム
ハ
ン
マ
ド
と
行
動
を
共
に
し
た
タ
ラ
ル
・
ア
サ
ド
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
英
語
と
ア
ラ
ビ
ア
語
と
の
バ
イ
リ
ン
ガ
ル

で
は
あ
っ
た
も
の
の
、
ア
ラ
ビ
ア
語
は
も
っ
ぱ
ら
家
庭
内
で
母
親
に
対
し
て
の
み
使
う
環
境
に
お
か
れ
、
日
常
的
に
は
英
語
を
使
用

し
、
イ
ギ
リ
ス
流
の
教
育
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

　

そ
う
し
た
事
情
も
あ
る
の
か
、
タ
ラ
ル
は
、
そ
の
後
イ
ギ
リ
ス
で
教
育
を
受
け
る
こ
と
を
選
択
す
る
。
エ
ジ
ン
バ
ラ
大
学
を
卒
業
し
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た
後
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
大
学
院
に
進
み
、
エ
バ
ン
ス
・
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
の
指
導
の
下
で
、
ス
ー
ダ
ン
で
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ

ー
ク
の
成
果
で
あ
る
『
カ
ヴ
ァ
ヴ
ィ
シ
ュ
・
ア
ラ
ブ
』
を
博
士
論
文
と
し
て
提
出
す
る
。
そ
の
後
、
イ
ギ
リ
ス
の
フ
ル
大
学
で
教
鞭
を

と
っ
た
後
、
一
九
八
六
年
か
ら
は
ア
メ
リ
カ
に
拠
点
を
移
し
、
ニ
ュ
ー
ス
ク
ー
ル
大
学
、
ジ
ョ
ン
ズ
・
ホ
プ
キ
ン
ス
大
学
を
経
て
、
現

在
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
立
大
学
に
所
属
し
て
い
る
。

　

ア
サ
ド
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
人
類
学
の
中
で
一
定
の
評
価
を
確
立
し
て
お
り
、
い
く
つ
か
の
雑
誌
の
編
集
委
員
に
も
名
を
連
ね
て
い

る
。
し
か
し
、
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
九
三
年
に
出
版
さ
れ
た
『
宗
教
の
系
譜
学
』（G

enealogies of R
eli-

gion

）
お
よ
び
二
〇
〇
三
年
に
出
版
さ
れ
た
『
世
俗
の
形
成
』（Form

ations of the Secular

）
の
出
版
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

そ
の
後
、
二
〇
〇
七
年
に
、
イ
ス
ラ
ム
原
理
主
義
過
激
派
に
よ
る
自
爆
攻
撃
と
、
そ
れ
を
「
テ
ロ
リ
ズ
ム
」
と
捉
え
る
西
洋
の
反
応
を

分
析
し
た
『
自
爆
テ
ロ
』（O

n Suicide Bom
bing

）
を
出
版
し
て
い
る
。
そ
れ
ほ
ど
多
作
と
い
う
わ
け
で
は
無
い
が
、
そ
れ
以
外
に

も
、
宗
教
と
世
俗
主
義
の
問
題
に
つ
い
て
、
短
い
論
考
を
発
表
し
た
り
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
は
応
じ
た
り
し
て
い
る
。
ま
た
、
特
に
近

年
は
、
ア
ラ
ブ
の
春
や
フ
ラ
ン
ス
の
ヴ
ェ
ー
ル
問
題
、
あ
る
い
は
ト
ル
コ
の
教
育
問
題
等
の
現
実
の
政
治
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
発
言

を
す
る
機
会
が
増
え
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
）
4
（
る
。

　

ア
サ
ド
の
問
題
関
心
は
、
第
一
義
的
に
は
、
人
類
学
や
宗
教
学
の
文
脈
に
あ
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
極
め
て
単
純
化
す

れ
ば
、
ア
サ
ド
の
問
題
関
心
の
出
発
点
は
、
宗
教
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
一
形
態
と
考
え
る
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
宗
教
観
と
は
異
な
る
宗

教
観
を
提
示
す
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
他
方
で
、
宗
教
を
人
間
の
内
面
に
あ
る
信
念
と
し
て
捉
え
て
、
そ
れ
を
人
類
に
普
遍
的

な
も
の
と
捉
え
て
し
ま
う
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
・
ギ
ア
ー
ツ
に
代
表
さ
れ
る
宗
教
観
に
対
す
る
批
判
も
意
図
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
西
洋

に
関
し
て
い
え
ば
、
そ
う
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
宗
教
か
ら
人
間
は
徐
々
に
解
放
さ
れ
て
き
た
の
だ
と
い
う
啓
蒙
主
義
的
な
世

俗
主
義
の
進
歩
史
観
に
対
す
る
疑
念
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
一
方
で
、
非
西
洋
に
対
し
て
は
、
そ
う
し
た
「
普
遍
的
」
な
宗
教
概
念
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を
押
し
つ
け
る
こ
と
で
非
西
洋
の
価
値
を
「
野
蛮
」、「
原
始
的
」、「
呪
術
的
」
と
い
う
形
で
引
き
下
げ
て
い
く
人
文
科
学
や
社
会
科
学

の
権
力
性
に
対
す
る
批
判
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
批
判
的
意
識
が
、
宗
教
概
念
批
判
、
世
俗
主
義
批
判
、
ポ
ス
ト
コ
ロ

ニ
ア
リ
ズ
ム
へ
の
接
近
と
い
っ
た
ア
サ
ド
の
議
論
の
展
開
に
つ
な
が
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。

　

上
述
し
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
移
住
以
後
の
ア
サ
ド
の
議
論
の
理
論
的
な
主
著
は
、『
宗
教
の
系
譜
学
』
と
『
世
俗
の
形
成
』
で
あ

る
。
以
下
で
は
、
こ
の
二
冊
の
著
作
を
中
心
に
、
ア
サ
ド
の
議
論
の
全
体
像
を
描
き
出
す
こ
と
を
試
み
た
上
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
イ
ス

ラ
ム
の
問
題
に
つ
い
て
の
ア
サ
ド
の
見
解
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

２　
「
系
譜
学
」・「
身
体
性
」・「
近
代
」

　

２-

１　
「
系
譜
学
」
と
「
伝
統
」

　

ア
サ
ド
は
、
上
述
し
た
よ
う
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
な
宗
教
概
念
が
発
生
す
る
宗
教
改
革
の
時
期
以
前
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
西
洋
に

お
け
る
宗
教
の
歴
史
の
再
解
釈
を
提
示
し
、
そ
こ
か
ら
一
般
的
な
図
式
を
導
き
出
そ
う
と
す
る
。
こ
う
し
た
議
論
の
方
法
的
な
背
景
に

あ
る
の
は
、「
系
譜
学
」
で
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
は
、
伝
統
的
歴
史
学
を
「
起
源
」
を
探
求

す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
「
超
歴
史
的
な
視
点
」
か
ら
実
現
す
る
こ
と
で
、
そ
の
真
理
性
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
、
一
種
の
形
而
上

学
で
あ
り
、
信
仰
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
批
判
し
た
。
そ
れ
に
代
わ
っ
て
提
示
さ
れ
た
の
が
、「
系
譜
学
」
で
あ
る
。
系
譜
学
に
お

い
て
は
、「
超
歴
史
的
な
視
点
」
が
特
権
化
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
特
定
の
角
度
か
ら
な
さ
れ
る
解
釈
で
あ
る
こ
と
が
明
示

さ
れ
る
。
そ
し
て
、
系
譜
学
に
お
い
て
は
、
因
果
性
や
必
然
性
と
い
っ
た
概
念
が
解
体
さ
れ
、「
出
来
事
の
出
現
と
連
続
的
な
必
然
性

と
の
間
に
通
常
想
定
さ
れ
て
い
る
関
係
を
逆
転
」
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、
歴
史
学
的
な
記
述
に
お
け
る
価
値
的
序
列
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は
解
体
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
の
歴
史
記
述
の
対
象
と
な
っ
て
こ
な
か
っ
た
事
象
が
記
述
の
対
象
と
な
る
の
で
あ
）
5
（
る
。

　

こ
う
し
た
系
譜
学
に
よ
る
歴
史
記
述
の
解
体
を
、「
宗
教
」
を
め
ぐ
る
歴
史
記
述
に
適
用
し
よ
う
と
い
う
の
が
、
ア
サ
ド
の
意
図
で

あ
る
。
こ
こ
で
ア
サ
ド
が
特
に
力
点
を
置
い
て
い
る
の
は
、
系
譜
学
の
う
ち
で
も
、
特
に
因
果
性
や
必
然
性
の
解
体
で
あ
る
。「
私
の

系
譜
学
の
や
り
方
は
、
も
ち
ろ
ん
フ
ー
コ
ー
や
ニ
ー
チ
ェ
が
展
開
し
て
き
た
方
法
に
由
来
し
て
い
る
が
、
…
…
系
譜
学
を
採
用
す
る
と

い
っ
て
も
、
社
会
史
（
し
ば
し
ば
言
わ
れ
る
『
現
実
の
歴
史
』）
に
取
っ
て
代
わ
る
も
の
を
目
指
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
寄

り
集
ま
っ
て
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
諸
々
の
必
然
を
作
る
よ
う
に
な
っ
た
諸
々
の
偶
然
を
、
わ
れ
わ
れ
の
現
在
よ
り
振
り
返
る
方
法
と
し

て
、
採
用
し
て
い
る
の
で
あ
）
6
（
る
」。
つ
ま
り
、
現
在
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
あ
る
い
は
、
わ
れ
わ
れ
の
目
か
ら
見
て
必
然
に
見
え
る

よ
う
な
諸
事
実
の
連
関
を
、
現
実
的
な
も
の
で
あ
れ
観
念
的
な
も
の
で
あ
れ
、
何
ら
か
の
主
体
に
よ
る
意
図
に
由
来
す
る
も
の
と
見
る

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
主
体
無
き
過
程
、「
諸
々
の
偶
然
」
の
積
み
重
ね
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。「
理
性
の
力
に

よ
る
迷
信
か
ら
の
脱
却
」
と
い
う
啓
蒙
主
義
的
歴
史
叙
述
で
も
な
く
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
か
ら
の
解
放
過
程
と
い
う
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な

歴
史
叙
述
で
も
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
偶
然
的
要
因
の
結
合
と
し
て
、
歴
史
を
再
解
釈
す
る
と
い
う
方
向
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
ア
サ
ド
は
、
歴
史
叙
述
に
あ
た
っ
て
、
も
う
一
つ
の
重
要
な
概
念
を
用
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
伝
統
」
の
概
念
で
あ

る
。
ア
サ
ド
は
、
系
譜
学
的
に
記
述
さ
れ
た
あ
る
偶
然
的
要
因
の
集
積
と
し
て
の
歴
史
的
状
況
が
、
刹
那
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ

れ
の
時
点
間
に
お
い
て
ま
っ
た
く
無
関
係
な
も
の
と
し
て
作
用
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
る
。
偶
然
的
な
要
因
の
集
積
は
、
い

つ
の
時
点
に
お
い
て
も
必
然
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
必
然
性
の
感
覚
を
支
え
て
い
る
の
が
「
伝
統
」
と

い
う
概
念
で
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。「
伝
統
」
と
は
、「
生
の
歴
史
的
形
態
、
権
威
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
経
験
が
時
代
を
経
て
形
成
さ

れ
て
、
実
践
、
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
に
身
体
化
さ
れ
、
特
定
の
徳
の
概
念
や
特
有
の
価
値
複
合
を
作
り
）
（
（
出
」
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ

っ
て
過
去
の
偶
然
的
な
集
積
は
、
あ
る
時
点
に
お
い
て
必
然
性
と
し
て
の
力
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
。
偶
然
性
と
必
然
性
の
あ
る
種
の
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結
合
が
、「
系
譜
学
」
と
「
伝
統
」
と
い
う
二
つ
の
方
法
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
、「
系
譜
学
」
と
「
伝
統
」
が
方
法
と
し
て
用
い
ら
れ
る
理
由
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
ア
サ
ド
は
、
こ
の
「
伝
統
」
の
概

念
を
、
ア
ラ
ス
デ
ア
・
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
か
ら
借
用
し
た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
着
目
さ
れ
て
い
る
の
は
、
単
に
歴

史
的
な
形
成
物
と
し
て
の
伝
統
の
概
念
で
は
な
く
、「
生
き
た
伝
統
」
の
概
念
で
あ
る
。「
あ
る
伝
統
が
生
き
て
い
る
伝
統
で
あ
る
限

り
、
そ
し
て
、
そ
の
内
部
で
議
論
が
あ
る
限
り
、
何
が
そ
の
伝
統
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
り
、
何
が
本
来
的
に
そ
の
伝
統
に
属
し
て
い

る
の
か
に
つ
い
て
の
議
論
が
あ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
あ
る
行
動
の
（
口
頭
で
あ
れ
書
か
れ
た
も
の
で
あ
れ
）
説
明
や
態
度
、
原
則
な

ど
の
伝
統
へ
の
帰
属
の
し
か
た
や
、
そ
の
文
脈
が
ど
の
よ
う
に
決
め
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
の
論
争
が
あ
る
の
で
）
（
（
す
」。
系
譜
学
に
よ
っ

て
解
明
さ
れ
た
偶
然
的
諸
要
因
は
、
あ
る
歴
史
的
な
時
点
に
お
い
て
は
伝
統
と
し
て
、
つ
ま
り
必
然
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
同
時
に
「
生
き
た
伝
統
」
と
し
て
、
つ
ま
り
、
何
が
「
伝
統
」
に
帰
属
す
る
の
か
を
め
ぐ
る
不
確
定

性
を
つ
ね
に
残
す
伝
統
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
別
の
い
い
方
を
す
れ
ば
、「
伝
統
」
は
単
一
か
つ
均
質
な
も
の
で
は
な
く
、

常
に
異
論
を
含
ん
だ
も
の
と
し
て
、
複
数
性
を
う
ち
に
含
ん
だ
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

し
た
が
っ
て
、「
系
譜
学
」
と
「
伝
統
」
と
の
結
合
は
、
恣
意
的
な
も
の
で
は
な
く
、
必
然
的
な
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
系
譜

学
的
な
偶
然
性
が
必
然
的
な
力
を
帯
び
る
理
由
を
説
明
す
る
だ
け
で
は
な
く
、「
伝
統
」
が
な
ぜ
「
生
き
た
伝
統
」
と
し
て
の
み
存
在

す
る
の
か
を
説
明
す
る
か
ら
で
あ
る
。「
だ
か
ら
、
私
が
使
っ
た
よ
う
に
、
系
譜
学
と
い
う
の
は
、
表
面
上
は
自
然
的
な
発
展
を
形
成

し
て
い
る
い
く
つ
か
の
偶
然
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴
史
を
語
り
（
直
す
）
方
法
で
す
。
そ
れ
自
体
は
道
徳
的
な
物
語
で
は
な
い

と
し
て
も
、
道
徳
的
物
語
に
対
し
て
有
効
な
の
で
す
。
と
い
う
の
も
、
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
が
主
張
す
る
よ
う
に
伝
統
に
よ
っ
て
構
成
さ

れ
た
立
脚
点
は
、
伝
統
の
内
部
に
お
け
る
特
定
の
立
場
に
対
し
て
、
賛
成
あ
る
い
は
反
対
の
立
場
で
議
論
す
る
こ
と
が
い
か
に
し
て
可

能
で
あ
る
の
か
を
、
そ
れ
自
体
で
は
説
明
で
き
な
い
か
ら
で
）
（
（
す
」。
こ
う
し
て
、
系
譜
学
的
偶
然
性
と
可
塑
的
で
多
声
的
な
「
伝
統
」
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と
の
相
補
的
な
結
合
過
程
の
解
明
が
ア
サ
ド
の
議
論
の
重
要
な
目
的
に
な
る
。

　

２-
２　
「
身
体
性
」
と
「
実
践
」

　

系
譜
学
的
な
意
味
で
偶
然
的
な
諸
要
素
が
寄
り
集
ま
っ
た
も
の
と
し
て
の
「
伝
統
」
は
、
人
間
の
身
体
に
そ
の
具
体
的
な
表
現
基
盤

を
持
つ
。
ア
サ
ド
の
議
論
の
第
二
の
方
法
的
特
徴
は
、
こ
の
「
身
体
性
」
に
対
す
る
着
目
で
あ
る
。
ア
サ
ド
は
、
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の

伝
統
概
念
の
欠
陥
と
し
て
、「
身
体
性
」
へ
の
着
目
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、「
伝
統
」
の
「
身
体
化
」
へ
の
着
目
が
不
十

分
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
）
（1
（
る
。「
伝
統
」
は
、「
伝
統
」
そ
の
も
の
と
し
て
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
「
伝
統
」
の
中
に
い
る
個
体

に
「
身
体
化
」
さ
れ
、
そ
の
「
実
践
」
と
し
て
存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
「
身
体
化
」
が
行
わ
れ
る
か
は
重
要
な
意
味

を
持
つ
。
ア
サ
ド
は
、
近
代
的
な
「
自
己
」、
自
ら
の
決
定
に
対
し
て
主
権
的
な
権
力
を
持
つ
「
主
体
」
と
い
う
概
念
に
代
え
て
、「
エ

ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
」
と
い
う
概
念
を
、
具
体
的
な
場
で
の
行
為
能
力
を
伴
っ
た
行
為
主
体
を
表
す
た
め
に
用
い
る
が
、
そ
れ
は
、「
伝
統
」

を
「
身
体
化
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
行
為
す
る
能
力
を
獲
得
し
た
主
体
を
指
す
も
の
で
あ
）
（（
（
る
。

　

こ
の
行
為
主
体
は
、
近
代
的
な
「
主
体
」
と
異
な
っ
て
、
自
ら
の
意
志
に
従
っ
て
、
自
分
の
好
き
な
よ
う
に
行
動
す
る
こ
と
が
で
き

る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
あ
る
歴
史
的
に
規
定
さ
れ
た
文
化
的
・
物
質
的
な
条
件
の
下
で
、「
身
体
化
」
可
能
な
行
動
だ
け
を
獲

得
し
、
そ
の
中
か
ら
選
択
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
他
方
で
、
そ
こ
で
は
、「
伝
統
」
や
規
則
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
こ
と

が
決
ま
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
人
間
が
主
体
的
に
選
択
す
る
余
地
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、「
伝
統
」
が
変
わ
る
可
能
性
も
残

さ
れ
て
い
る
。
ア
サ
ド
は
、「
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
」
と
い
う
概
念
を
用
い
て
、
こ
う
し
た
事
態
を
説
明
し
て
い
る
。「
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
」
と
は
、

「
身
体
化
さ
れ
た
伝
統
」、「
伝
統
」
を
実
践
可
能
な
も
の
と
し
て
「
身
体
化
」
し
た
能
力
を
指
す
も
の
で
あ
り
、
ア
サ
ド
は
主
と
し
て

エ
ド
ワ
ー
ド
・
モ
ー
ス
に
よ
る
そ
の
概
念
化
に
依
拠
し
て
い
る
。「
モ
ー
ス
は
実
践
理
性
の
人
類
学
を
打
ち
立
て
よ
う
と
し
た
の
だ
と
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い
う
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
実
践
理
性
と
い
っ
て
も
、
普
遍
化
可
能
な
倫
理
的
規
則
と
い
う
カ
ン
ト
的
な
意
味
に
お
い
て
で

は
な
く
、
個
人
の
熟
練
に
よ
る
能
力
を
分
節
化
す
る
、
歴
史
的
に
構
築
さ
れ
た
実
践
的
知
識
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
）
（1
（

る
」。
歴
史

的
な
行
為
主
体
は
、
こ
の
よ
う
な
身
体
化
し
た
「
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
」
の
集
合
体
と
し
て
現
れ
る
の
で
あ
り
、
い
か
な
る
「
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
」

が
身
体
化
さ
れ
る
か
が
、
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。

　

こ
う
し
た
「
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
」
の
獲
得
は
、
し
か
し
単
な
る
「
習
慣
化
」
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
点
を
ア
サ
ド
は
強
調
し
て
い
る
。

「
身
体
が
反
復
と
惰
性
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
、
一
般
的
に
は
無
意
識
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
感
情
、

感
覚
の
回
路
を
通
し
て
獲
得
す
る
傾
向
性
で
あ
るhabit

と
、
特
定
の
価
値
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
価
値
を
鍛
え
上
げ
、
確
立
す

る
た
め
の
行
為
と
い
う
伝
統
の
一
側
面
と
し
て
のhabitus

は
明
確
に
区
別
さ
れ
る
必
）
（1
（
要
」
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
特
定
の
価
値
が

「
意
識
的
に
」
身
体
化
さ
れ
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
い
る
で
あ
る
。

　

ア
サ
ド
は
こ
う
し
た
「
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
」
の
獲
得
の
た
め
の
訓
育
の
中
心
に
は
「
模
倣
」
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
中
世
の
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
、
聖
人
の
模
範
に
近
づ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
外
面
に
お
け
る
行
動
と
内
面
に
お
け
る
動
機
と
の

間
に
一
切
の
食
い
違
い
の
な
い
状
態
が
実
現
す
る
こ
と
が
こ
う
し
た
訓
育
の
目
的
で
あ
り
、
そ
れ
を
実
現
す
る
こ
と
が
徳
を
獲
得
す
る

こ
と
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。「
こ
の
よ
う
に
、
徳
は
、
聖
人
の
模
範
に
従
っ
て
行
動
す
る
能
力
を
育
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
能
力
の
獲
得
は
、
目
的
論
的
な
過
程
で
あ
る
。
あ
れ
こ
れ
の
振
る
舞
い
を
た
だ
そ
れ
自
体
と
し
て
適
切
に

な
せ
ば
良
い
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
を
な
す
こ
と
で
、
自
己
が
あ
ら
か
じ
め
決
め
ら
れ
た
美
徳
の
モ
デ
ル
に
さ
ら
に
一
層
近
づ

く
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
典
礼
を
含
め
た
規
定
事
項
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
自
己
の
訓
育
の
段
取
り
全
体
の
中
に
場
所
を
し
め

て
い
）
（1
（
る
」。
こ
こ
で
は
、「
外
面
に
お
け
る
行
動
と
内
面
に
お
け
る
動
機
と
の
間
に
、
社
会
的
儀
礼
と
個
人
的
感
情
と
の
間
に
、
表
現
的

行
動
と
技
術
的
行
動
と
の
間
に
、
い
か
な
る
食
い
違
い
も
あ
り
得
な
）
（1
（
い
」
こ
と
に
な
る
。「
信
念
の
体
系
」
で
は
な
く
、
身
体
化
さ
れ
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た
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
に
よ
る
実
践
と
し
て
の
「
宗
教
」
の
あ
り
方
が
こ
こ
で
は
示
さ
れ
て
い
る
。

　

ア
サ
ド
は
、
宗
教
の
分
析
の
中
心
を
、
象
徴
の
解
釈
と
し
て
の
信
念
体
系
で
は
な
く
、
諸
々
の
慣
習
を
「
身
体
化
」
し
た
エ
ー
ジ
ェ

ン
ト
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
実
践
の
諸
形
態
に
対
す
る
分
析
へ
と
移
動
さ
せ
る
こ
と
を
も
く
ろ
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
徳
の

「
身
体
化
」
の
諸
相
こ
そ
が
、
宗
教
改
革
以
前
の
中
世
キ
リ
ス
ト
教
や
イ
ス
ラ
ー
ム
を
特
徴
付
け
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
歴
史
的
に

跡
づ
け
て
い
く
こ
と
が
、『
宗
教
の
系
譜
学
』
の
主
要
な
モ
チ
ー
フ
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

２-

３　
「
近
代
」
と
「
リ
ベ
ラ
ル
」

　

ア
サ
ド
は
、
こ
う
し
た
「
身
体
性
」
を
伴
っ
た
宗
教
概
念
か
ら
展
開
し
て
き
た
点
に
、
西
洋
近
代
の
一
つ
の
特
徴
を
見
る
。
そ
し

て
、「
近
代
」
が
相
互
に
矛
盾
す
る
可
能
性
が
あ
る
も
の
を
含
め
た
雑
多
な
要
素
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
た
上
で
、

そ
れ
を
構
成
す
る
い
く
つ
か
の
要
素
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
に
対
し
て
批
判
的
な
議
論
を
展
開
し
て
い
く
。
ア
サ
ド
に
よ
れ
ば
、
西
洋
の

世
俗
的
近
代
性
の
基
本
的
な
前
提
条
件
と
し
て
、
⑴
国
民
国
家
の
政
治
的
権
威
、
⑵
市
場
交
換
の
自
由
、
⑶
家
庭
の
道
徳
的
権
威
を
通

じ
た
統
治
を
可
能
に
す
る
基
礎
的
な
社
会
空
間
が
あ
り
、
こ
れ
ら
が
法
的
に
組
織
化
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
西
洋
近
代
の
特
質
が
あ
）
（1
（
る
。

「
近
代
」
に
お
い
て
、
人
間
は
、
公
的
領
域
で
は
法
的
責
任
主
体
で
あ
り
、
抽
象
的
個
人
あ
る
い
は
市
民
と
し
て
「
人
権
」
と
「
数
」

に
還
元
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
他
方
、
私
的
領
域
に
お
い
て
は
、
自
ら
の
決
定
に
責
任
を
持
つ
自
己
同
一
的
な
道
徳
的
主
体
で
あ
る
こ

と
に
な
る
。
ま
た
、
す
べ
て
の
人
に
共
通
す
る
均
質
な
時
間
と
等
間
隔
の
時
間
が
流
れ
て
お
り
、
す
べ
て
の
人
に
了
解
可
能
な
自
然
科

学
的
因
果
性
と
合
理
性
の
概
念
が
、
そ
の
言
説
を
規
定
す
る
。
自
然
科
学
的
な
合
理
性
に
依
拠
し
な
い
も
の
は
、
私
的
な
領
域
へ
と
閉

じ
込
め
ら
れ
、
そ
の
内
部
で
の
み
存
続
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
宗
教
は
、
こ
の
私
的
な
領
域
に
含
ま
れ
る
こ
と
に

な
）
（1
（
る
。
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重
要
な
こ
と
は
、
こ
う
し
た
近
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
分
割
に
は
、
価
値
的
な
序
列
が
と
も
な
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、
例
え
ば
公
的
空

間
と
私
的
空
間
で
は
、
他
者
に
了
解
可
能
で
、
説
得
可
能
な
議
論
だ
け
が
交
わ
さ
れ
る
公
的
空
間
が
上
位
、
他
人
に
了
解
不
可
能
な
私

的
な
情
念
や
感
情
の
世
界
で
あ
り
、
と
き
に
公
的
領
域
の
平
和
を
危
険
に
さ
ら
し
た
り
、
個
人
の
自
己
同
一
性
を
脅
か
す
可
能
性
の
あ

る
私
的
空
間
が
下
位
に
な
る
。
同
様
に
し
て
、
合
理
性
／
非
合
理
性
、
理
性
／
情
念
、
認
識
／
感
性
と
い
っ
た
二
分
法
が
、
価
値
的
な

上
下
関
係
と
し
て
措
定
さ
れ
る
。「
西
洋
」
と
い
う
概
念
自
体
も
、
ル
ネ
サ
ン
ス
か
ら
啓
蒙
主
義
を
経
て
、
価
値
の
下
位
の
も
の
の
支

配
か
ら
上
位
の
も
の
の
支
配
へ
と
発
展
し
て
い
く
、
と
い
う
啓
蒙
主
義
的
な
「
進
歩
」
の
神
話
の
産
物
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
。
も
ち
ろ
ん
、「
近
代
」
の
外
部
に
は
、「
非
近
代
」
す
な
わ
ち
「
非
西
洋
」
が
広
が
っ
て
お
り
、「
非
西
洋
」
は
「
非
近
代
」
と
し

て
、
否
定
的
な
価
値
に
彩
ら
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
進
ん
だ
価
値
を
持
つ
西
洋
近
代
に
よ
っ
て
、
教
化
さ
れ
る
べ
き
存
在
で
あ
る

こ
と
に
な
る
。

　

ア
サ
ド
は
、
こ
う
し
た
「
近
代
」
の
神
話
そ
れ
自
体
に
対
し
て
、
批
判
の
目
を
向
け
る
。「
近
代
」
を
「
権
力
の
座
に
あ
る
特
定
の

人
々
が
達
成
し
よ
う
と
求
め
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
あ
る
い
は
連
結
し
合
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
連
続
体
、
で
あ
る
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

は
、
多
く
の
（
と
き
に
は
相
対
立
す
る
、
し
ば
し
ば
進
化
す
る
）
原
則
を
制
度
化
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
）
（1
（
る
」
も
の
と
し
て
、「
系

譜
学
」
的
に
把
握
し
た
上
で
、
一
方
で
は
「
な
ぜ
そ
れ
が
政
治
的
目
標
と
し
て
支
配
的
な
も
の
と
な
っ
た
の
か
、
そ
う
し
た
支
配
的
地

位
か
ら
ど
の
よ
う
な
実
際
的
な
問
題
が
帰
結
す
る
の
か
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
な
社
会
的
条
件
が
そ
れ
を
維
持
す
る
の
か
を
明
ら
か
に
す

る
こ
）
（1
（
と
」、
他
方
で
は
、「
近
代
の
諸
々
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
が
「
一
貫
し
た
一
個
の
全
体
を
な
す
も
の
で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
そ
れ

ら
は
特
有
の
感
性
、
美
学
、
道
徳
性
の
原
因
を
な
す
も
）
11
（
の
」
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
が
具
体
的
に
い
か
な
る
「
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
」
を
形
成
す

る
こ
と
で
個
人
の
生
活
を
規
定
し
て
い
る
か
を
解
明
す
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
と
論
じ
る
の
で
あ
る
。
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３　
「
宗
教
」
批
判
と
「
世
俗
主
義
」
批
判

　

３-

１　
「
宗
教
」
批
判

　

ア
サ
ド
は
、
こ
う
し
た
分
析
方
法
と
概
念
に
依
拠
し
な
が
ら
、
西
洋
に
お
け
る
宗
教
の
問
題
に
つ
い
て
、
批
判
的
な
検
討
を
加
え
て

い
く
。
以
下
で
は
、
ア
サ
ド
の
主
要
な
問
題
領
域
で
あ
る
、
宗
教
概
念
批
判
と
世
俗
主
義
批
判
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
を
具
体
的
に
検

討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　

ア
サ
ド
が
第
一
の
問
題
圏
域
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
は
、「
宗
教
」
概
念
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
・
ギ
ア
ー
ツ
の
宗
教

概
念
論
や
ウ
ィ
ル
フ
レ
ッ
ド
・
キ
ャ
ン
ト
ウ
ェ
ル
・
ス
ミ
ス
の
宗
教
概
念
論
に
対
す
る
批
判
と
し
て
展
開
さ
れ
る
。
前
述
し
た
よ
う

に
、
端
的
に
い
え
ば
、
宗
教
を
人
間
の
内
面
に
お
け
る
信
念
と
し
て
理
論
化
す
る
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
、
そ
れ
も
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ

ィ
ズ
ム
に
独
特
の
宗
教
観
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
無
批
判
に
一
般
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
批
判
で
あ
る
。「
大
事
な
点
は
、

現
代
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
キ
リ
ス
ト
教
（
そ
し
て
そ
れ
を
モ
デ
ル
と
す
る
他
の
宗
教
）
に
お
い
て
は
、
特
定
の
規
定
さ
れ
た
実
践
を

行
う
こ
と
よ
り
も
、
正
し
い
信
条
を
持
つ
こ
と
が
重
要
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
…
…
今
や
信
条
が
純
粋
に
内
面
化
さ
れ
、
心
の
私
的
な

状
態
、
日
常
の
実
践
と
切
り
離
さ
れ
た
特
定
の
心
の
状
態
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
意
味
で
『
内
面
的
な
』

な
も
の
と
は
な
っ
て
も
、
信
条
は
ま
た
、
体
系
的
な
言
説
の
対
象
と
も
な
り
ま
し
た
。
か
く
し
て
、
信
条
に
つ
い
て
の
言
明
の
シ
ス
テ

ム
が
今
や
『
宗
教
』
の
本
質
を
構
成
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
）
1（
（
す
」。

　

し
た
が
っ
て
、
聖
典
や
聖
な
る
も
の
が
何
か
を
象
徴
す
る
と
い
う
考
え
方
や
、
儀
礼
が
外
面
的
で
抑
圧
的
な
も
の
で
あ
る
、
と
い
う

考
え
方
は
、
ア
サ
ド
に
よ
れ
ば
、
西
洋
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
宗
教
観
に
過
ぎ
な
い
。
こ
う
し
た
視
点
に
立
て
ば
、「
儀
式
が
抑
圧
的
な
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社
会
的
機
能
を
持
つ
と
い
う
主
張
は
、
リ
ベ
ラ
ル
な
宗
教
が
主
と
し
て
私
的
な
信
念
の
形
式
を
と
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
見
解
と
、
そ

し
て
、
歴
史
的
に
い
え
ば
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
よ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
典
礼
主
義
の
否
認
と
共
鳴
し
て
い
）
11
（

る
」
こ
と
に
な
る
。

　

近
代
の
宗
教
学
や
人
類
学
は
、
自
ら
の
依
拠
す
る
宗
教
概
念
の
こ
の
特
殊
性
に
無
批
判
で
あ
っ
た
こ
と
を
ア
サ
ド
は
指
摘
す
る
。
そ

れ
は
、
一
方
で
は
他
の
宗
教
に
キ
リ
ス
ト
教
と
同
様
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
当
て
は
め
る
宗
教
学
や
人
類
学
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
と
も

に
、
他
方
で
は
、
そ
う
し
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
へ
の
当
て
は
め
の
結
果
と
し
て
、
宗
教
と
し
て
進
ん
だ
も
の
と
劣
っ
た
も
の
を
区
別
す
る
、

呪
術
的
要
素
と
真
の
宗
教
と
を
直
線
的
な
序
列
の
上
に
並
べ
る
進
歩
主
義
的
な
宗
教
観
を
も
た
ら
す
こ
と
に
も
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ

れ
自
体
が
、
植
民
地
に
対
す
る
西
欧
の
優
位
性
と
い
う
権
力
的
な
関
係
の
産
物
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
を
強
化
し
て
い
る
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
ア
サ
ド
自
身
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
宗
教
を
考
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ア
サ
ド
は
、
宗
教
の
普
遍
的
な
定
義
な
る

も
の
は
、
端
的
に
断
念
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
そ
の
上
で
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
な
信
念
に
基
礎
を
お
く
宗
教
、
外
面
的
な
身

体
性
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
内
面
の
信
念
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
宗
教
で
は
な
い
宗
教
の
モ
デ
ル
と
し
て
、
社
会
化
さ
れ
た
身
体
性

を
伴
う
宗
教
の
あ
り
方
を
提
示
す
る
。
そ
れ
は
、
単
な
る
身
体
的
な
実
践
の
体
系
で
は
な
く
、
社
会
的
な
関
係
の
中
に
お
け
る
身
体
的

な
実
践
を
伴
う
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
個
人
の
内
面
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
個
人
を
超
え
て
、
共
同
体
の
中
で
実
践
さ
れ
る

身
体
性
で
あ
る
。「
私
が
や
ろ
う
と
し
た
こ
と
は
、
宗
教
を
、
意
味
の
体
系
と
し
て
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
社
会
的
関
係
に
お
け
る

実
践
、
言
語
、
感
覚
の
集
合
と
し
て
考
え
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
）
11
（
す
」。

　

ア
サ
ド
が
提
示
す
る
宗
教
の
モ
デ
ル
に
お
い
て
は
、
身
体
的
な
訓
練
は
、
内
面
に
お
け
る
徳
を
生
み
出
す
も
の
で
あ
る
。
内
面
に
テ

キ
ス
ト
化
可
能
な
信
念
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
身
体
的
な
行
為
を
生
み
出
す
の
で
は
な
く
、
身
体
的
な
行
為
そ
の
も
の
が
無
反
省
的
に
行

わ
れ
る
よ
う
に
訓
練
す
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
無
反
省
的
な
行
為
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
す
な
わ
ち
徳
目
な
の
で
あ
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る
。「
実
際
、
ム
ス
リ
ム
に
必
要
と
さ
れ
る
特
性
と
感
性
の
育
成
の
た
め
に
、
崇
拝
儀
礼
（ibādāt

）
を
常
に
実
践
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。
…
…
イ
ー
マ
ー
ン
（im

ān

）─
─
通
例
英
語
で
はfaith

（
信
仰
）
と
訳
さ
れ
る
─
─
は
、
信
者
に
神
の
存
在
を
保
障
す
る
単

一
的
な
認
識
的
手
段
な
の
で
は
な
い
。
そ
れ
を
訳
す
な
ら
ば
、
神
へ
の
忠
実
と
い
う
徳
性
と
し
た
方
が
良
い
。
神
が
自
ら
に
忠
実
な
者

た
ち
（m

u’m
inin

）
に
対
し
て
命
じ
る
服
従
と
い
う
一
つ
の
無
条
件
的
な
習
慣
で
あ
り
、
互
い
の
信
頼
と
責
任
を
通
じ
て
、
自
ら
を

忠
実
な
る
他
者
に
結
び
つ
け
る
一
つ
の
性
向
（
そ
れ
は
他
の
場
合
と
同
様
、
育
成
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
）
な
の
で
あ
）
11
（

る
」。

　

こ
こ
で
は
、
信
念
と
行
為
が
分
離
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
外
面
と
内
面
が
一
体
と
な
っ
て
あ
る
信
仰
的
な
行
為
を
生
み
出
し
て
い

る
。
儀
礼
は
、
神
を
崇
拝
す
る
と
い
う
個
人
の
内
面
の
表
現
な
の
で
は
な
く
、
神
に
忠
実
で
あ
る
と
い
う
こ
と
そ
の
も
の
な
の
で
あ

る
。
あ
る
も
の
を
他
の
も
の
で
置
き
換
え
て
表
現
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
そ
の
行
為
自
体
が
神
に
対
す
る
忠
誠
を
表
現
し
て

い
る
、
そ
う
い
う
行
為
と
し
て
神
に
対
す
る
崇
拝
は
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
う
し
た
身
体
化
さ
れ
た
宗
教
的
実
践
は
、
単
な
る
形
式

的
儀
礼
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
が
宗
教
的
な
徳
目
と
な
る
。
宗
教
的
な
徳
目
と
し
て
の
「
良
き
習
慣
」
は
、
身
体
的
な
訓
練
に
よ
っ
て

獲
得
さ
れ
、
個
人
の
責
任
で
は
な
く
、
共
同
体
全
体
の
責
任
と
し
て
訓
練
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
プ
ロ
セ
ス
の
全
体
像
は
、

次
の
よ
う
な
ア
サ
ド
の
議
論
に
集
約
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。「
罰
は
─
─
生
活
す
る
身
体
の
働
き
の
内
部
に
お
け
る
無
能
力
に
由
来

す
る
も
の
で
あ
れ
、
外
部
か
ら
身
体
へ
の
懲
罰
と
し
て
科
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
れ
─
─
適
切
な
行
為
の
あ
り
方
の
学
習
に
と
っ
て
必
須

の
も
の
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
人
間
形
成
の
過
程
は
、
イ
ス
ラ
ム
の
相
互
訓
練
の
伝
統
（al-am

r bil-m
a’rūf 

w
an-nahy ‘an al-m

unkar

）〔
逐
語
的
意
味
は
「
善
き
も
の
の
命
令
と
、
非
難
さ
れ
る
べ
き
も
の
の
拒
絶
」〕
の
う
ち
に
あ
る
。
個

人
が
適
切
な
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
を
獲
得
し
、
そ
れ
を
運
用
す
る
過
程
は
、
あ
る
責
任
の
も
と
に
分
節
化
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
行
為
の
当

事
者
だ
け
が
負
う
の
で
は
な
く
、
個
人
的
に
も
集
団
的
に
も
ム
ス
リ
ム
の
全
共
同
体
が
負
う
よ
う
な
責
任
で
あ
）
11
（
る
」。

　

ア
サ
ド
は
、
こ
う
し
た
「
身
体
化
さ
れ
た
美
徳
」
と
い
う
特
性
の
意
識
が
、「
度
合
い
は
さ
ま
ざ
ま
で
す
が
、
ム
ス
リ
ム
の
世
界
に
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お
い
て
…
…
存
）
11
（
続
」
し
て
い
る
と
す
る
。
そ
れ
は
、「
正
し
い
身
体
的
実
践
が
重
要
で
あ
り
、
そ
れ
が
浸
食
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は

何
ら
か
の
再
制
度
化
が
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
存
続
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
保
護
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
）
11
（

識
」
の
産
物
な
の
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
イ
ス
ラ
ム
法
の
厳
格
な
執
行
に
よ
る
身
体
に
対
す
る
苦
痛
の
付
与
は
、
リ
ベ
ラ
ル
な
意
味
で
の
非
人
道
的
で
過
度
の

苦
痛
と
は
異
な
る
意
味
合
い
を
持
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
リ
ベ
ラ
ル
な
解
釈
と
常
に
す
れ
違
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
礼
拝
や
ヴ

ェ
ー
ル
と
い
っ
た
、
イ
ス
ラ
ム
法
の
中
で
も
ま
さ
に
身
体
的
な
挙
動
に
関
わ
る
側
面
が
、
世
俗
社
会
と
強
い
軋
轢
を
引
き
起
こ
す
の

も
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
宗
教
的
な
も
の
の
理
解
の
違
い
に
由
来
す
る
こ
と
を
ア
サ
ド
は
指
摘
し
て
い
る
。
あ
る
種
の
原
理
主
義
運
動

は
、
そ
う
し
た
身
体
性
の
侵
害
を
契
機
と
し
て
生
じ
る
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
侵
害
が
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
な
伝
統
に
深
く
根
ざ
す

ポ
ス
ト
・
キ
リ
ス
ト
教
国
家
と
し
て
の
西
洋
の
世
俗
国
家
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
以
上
、
そ
こ
か
ら
の
離
脱
そ
の
も
の
が
目
標
と
な
ら
ざ

る
を
得
な
い
。「
不
幸
な
こ
と
に
、
イ
ス
ラ
ム
主
義
者
は
、
し
ば
し
ば
こ
う
し
た
実
践
の
維
持
を
近
代
志
向
の
イ
ス
ラ
ム
国
家
を
求
め

る
要
求
と
結
び
つ
け
る
傾
）
11
（
向
」
が
あ
る
の
は
、
そ
れ
ゆ
え
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
西
洋
的
な
宗
教
概
念
は
、
身
体
性
と
い
う
要
因
を
見

落
と
す
こ
と
に
よ
っ
て
、「
宗
教
」
対
「
世
俗
」
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
が
単
一
の
本
質
を
持
つ
二
項
の
対
立
を
構
成
し
、
そ
れ
に
よ
っ

て
、
現
代
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
的
軋
轢
の
原
因
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

３-

２　
「
世
俗
主
義
」
批
判

　

ア
サ
ド
の
議
論
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
第
二
の
問
題
群
は
、「
世
俗
」
お
よ
び
「
世
俗
主
義
」
を
め
ぐ
る
問
題
群
で
あ
る
。
ま
ず
ア
サ

ド
は
、
認
識
論
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
「
世
俗
」
と
政
治
的
教
理
と
し
て
の
「
世
俗
主
義
」
と
を
区
別
す
）
11
（
る
。
も
ち
ろ
ん
、「
世

俗
」
概
念
が
成
立
し
て
、
は
じ
め
て
世
俗
主
義
が
成
立
す
る
わ
け
で
、
そ
の
意
味
で
は
世
俗
概
念
の
成
立
が
先
行
し
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
こ
で
い
う
「
世
俗
」
と
は
、「
近
代
の
生
活
に
お
け
る
あ
る
種
の
行
動
、
知
識
、
感
性
を
寄
せ
集
め
た
一
個
の
概
）
11
（
念
」
で
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あ
る
。「
世
俗
」
は
、
近
代
と
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
け
ら
れ
た
概
念
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
自
体
が
一
種
の
身
体
性
と
感
性
を

併
せ
持
つ
、
そ
の
意
味
で
は
単
な
る
教
義
で
は
な
い
存
在
で
あ
る
。
ア
サ
ド
は
、
こ
う
し
た
世
俗
概
念
の
成
立
の
背
景
に
あ
る
認
識
論

的
な
条
件
を
、
系
譜
学
的
な
手
法
に
よ
っ
て
解
明
し
て
い
く
。
ま
ず
、
宗
教
改
革
を
背
景
に
し
た
、「
世
俗
（seculario

）」
と
い
う
語

の
語
義
上
の
変
化
が
あ
る
。
こ
の
語
は
、
本
来
修
道
院
生
活
か
ら
修
道
参
事
会
員
の
生
活
へ
の
法
的
移
行
を
示
す
神
学
的
概
念
で
あ
っ

た
も
の
が
、
宗
教
改
革
後
に
教
会
不
動
産
を
私
的
所
有
者
に
転
換
す
る
こ
と
を
表
す
も
の
へ
と
変
わ
）
1（
（

る
。
さ
ら
に
、
宗
教
改
革
が
生
み

出
し
た
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
的
実
践
に
対
す
る
不
安
か
ら
、
聖
書
学
者
の
手
に
よ
っ
て
新
た
な
歴
史
概
念
が
生
み
出
さ
れ
、
そ
れ
に
よ

っ
て
、
逆
説
的
に
も
、「
宗
教
」
と
「
世
俗
」
の
断
絶
が
拡
大
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
間
の
事
情
を
、
や
や
長
く
な
る
が
、
ア

サ
ド
自
身
の
言
葉
で
説
明
し
て
み
よ
う
。「
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
的
実
践
の
明
ら
か
な
存
続
不
可
能
性
に
対
す
る
関
心
か
ら
、
図
ら
ず

も
世
俗
的
批
判
が
発
展
し
、
そ
れ
自
体
が
世
界
史
の
記
述
と
い
う
分
野
の
構
築
を
促
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
確
実
性
を
求
め
る

懐
疑
的
探
究
の
態
度
に
基
づ
く
『
科
学
的
な
』
歴
史
（
教
会
史
を
含
め
る
）
と
、
命
題
的
に
妥
当
で
あ
る
か
ど
う
か
を
問
わ
な
い
こ
と

で
成
り
立
つ
『
想
像
的
な
文
学
』（
あ
る
い
は
宗
教
、
そ
し
て
芸
術
一
般
）
と
が
は
っ
き
り
と
分
裂
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
次
第

に
大
き
く
な
る
裂
け
目
の
ゆ
え
に
、『
世
俗
の
歴
史
』─
こ
の
世
界
に
『
実
際
に
お
き
た
こ
と
』
の
記
録
と
し
て
の
歴
史
─
が
一
個
に
ま

と
ま
る
よ
う
に
な
り
、
同
時
に
ま
た
、『
神
話
』『
聖
な
る
言
説
』『
象
徴
体
系
』
に
つ
い
て
の
近
代
的
な
理
解
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
…
…
神
話
の
グ
リ
ッ
ド
を
通
し
て
聖
典
を
再
読
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
聖
が
世
俗
か
ら
分
離
し
た
ば
か
り
で
は
な
い
。
歴
史
が
歴

史
と
し
て
─
そ
し
て
人
類
学
と
し
て
─
存
在
す
る
ま
さ
に
そ
の
認
識
論
的
領
域
と
し
て
の
世
俗
と
い
う
も
の
も
形
成
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
）
11
（
る
」。
こ
う
し
た
世
俗
と
宗
教
の
分
離
傾
向
の
上
に
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期
以
来
の
人
間
の
内
面
と
外
面
の
分
離
傾
向
、
経
済

活
動
の
発
展
、
さ
ら
に
宗
教
戦
争
以
後
の
世
俗
権
力
に
よ
る
宗
教
的
な
寛
容
の
強
制
が
組
み
合
わ
さ
る
こ
と
で
、
最
終
的
に
「
世
俗
」

が
成
立
す
る
と
ア
サ
ド
は
説
明
す
る
。
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ア
サ
ド
が
強
調
す
る
の
は
、「
宗
教
」
概
念
と
「
世
俗
」
概
念
を
対
立
す
る
も
の
と
し
て
形
成
す
る
に
あ
た
っ
て
、
人
間
の
内
面
と

い
う
観
念
と
同
時
に
、
そ
こ
に
宗
教
的
な
も
の
を
押
し
込
め
る
と
い
う
世
俗
権
力
の
側
の
対
応
が
、
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
で

あ
る
。
ア
サ
ド
に
よ
れ
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
意
味
で
の
人
間
の
精
神
の
自
己
解
放
に
よ
っ
て
「
世
俗
」
が
生
ま
れ
た
の
で
は
な
く
、

「
世
俗
的
な
も
の
」
を
認
知
す
る
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
を
持
っ
た
人
々
に
対
し
て
、
宗
教
を
そ
れ
と
は
対
立
す
る
も
の
と
し
て
そ
の
人
の
内

面
に
押
し
込
め
る
世
俗
の
権
力
が
、「
寛
容
」
と
い
う
形
で
働
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
教
と
対
立
す
る
世
俗
概
念
は
成
立
す
）
11
（

る
。
そ
の

意
味
で
、「
寛
容
」
を
起
点
と
す
る
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
、
宗
教
の
「
内
面
化
」
は
コ
イ
ン
の
両
面
で
あ
り
、
あ
る
特
定
の

宗
教
観
に
基
づ
く
世
俗
領
域
の
確
定
が
そ
こ
で
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
世
俗
概
念
が
次
第
に
確
立
し
て
行
く
に
つ

れ
て
、
そ
れ
に
伴
う
「
主
体
」
の
観
念
も
次
第
に
成
長
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
道
徳
的
主
体
と
し
て
の
「
個
人
」
の
観
念
が
生
ま
れ

る
の
は
、
そ
の
結
果
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
ア
サ
ド
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
る
「
世
俗
」
概
念
と
、「
世
俗
主
義
」
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
明

確
に
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
ア
サ
ド
に
よ
れ
ば
、「
世
俗
主
義
」
と
は
、「
宗
教
」
と
「
世
俗
」
が
対
立
す
る
こ
と

だ
け
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。「
今
日
の
世
俗
概
念
は
、
世
俗
主
義
と
呼
ば
れ
る
一
個
の
教
理
の
一
部
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

…
…
世
俗
主
義
は
、
宗
教
的
な
実
践
と
信
条
と
を
一
個
の
空
間
に
閉
じ
込
め
て
、
政
治
的
安
定
性
や
『
自
由
思
想
』
を
行
う
市
民
の
権

利
を
脅
か
さ
な
い
よ
う
に
す
べ
き
だ
と
単
純
に
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
、
世
俗
主
義
は
、
世
界
に
つ
い
て
の
特
定
の
概
念
（『
自

然
』
で
『
社
会
的
な
も
の
』）
と
そ
う
し
た
世
界
が
生
み
出
す
諸
問
題
に
つ
い
て
の
特
定
の
概
念
の
上
に
築
か
れ
て
い
）
11
（
る
」。
世
俗
主
義

に
お
い
て
は
、
基
底
的
な
も
の
と
し
て
の
「
社
会
」
が
「
自
然
な
も
の
」
と
し
て
、
か
つ
、「
世
俗
的
な
も
の
」
と
し
て
存
在
し
、
そ

の
上
に
「
宗
教
」
や
「
国
家
」
が
成
立
す
る
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
自
然
的
な
も
の
」
と
し
て
の
「
社
会
」
を
構

成
す
る
「
個
人
」
か
ら
直
接
授
権
さ
れ
た
「
国
家
」
は
、
こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
お
い
て
特
別
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
。
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「
世
俗
主
義
」
の
起
源
に
関
わ
る
ア
サ
ド
の
説
明
は
、
必
ず
し
も
明
瞭
な
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、「
世
俗
」
概
念
の
定
着
と
、
世

俗
領
域
の
拡
大
、
つ
ま
り
、
自
然
科
学
的
な
知
識
の
増
大
と
経
済
活
動
の
発
展
を
背
景
に
し
て
、
世
俗
領
域
と
宗
教
領
域
の
重
要
性
の

関
係
が
変
化
し
て
い
っ
た
結
果
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
視
点
を
、
一
応
は
示
し
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
を
、
初
期
の
世
俗
主
義
者
と
し
て

ア
サ
ド
は
と
ら
え
る
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
い
う
「
世
俗
的
な
も
の
も
そ
の
中
に
真
理
を
持
ち
う
る
の
だ
と
い
う
意
）
11
（

識
」
の
成
立
が
、
世
俗

主
義
の
完
全
性
と
基
底
性
を
主
張
す
る
も
の
と
し
て
、
ま
さ
に
「
世
俗
主
義
」
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
成
立
を
告
げ
る
も
の
と
な

る
。
さ
ら
に
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
出
発
点
と
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
触
媒
と
な
っ
て
、
一
九
世
紀
に
お
い
て
「
国
家
」
の
対
立
概
念

と
し
て
の
「
社
会
」
が
確
立
し
、
あ
る
い
は
、「
能
動
的
市
民
」
と
「
受
動
的
市
民
」
と
い
う
形
で
、
世
俗
の
内
部
で
、「
世
俗
主
義
」

に
沿
っ
た
形
で
「
個
人
」
の
再
分
節
化
が
行
わ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。「
今
日
、
私
た
ち
が
過
去
を
振
り
返
っ
て
社
会
と
呼
ん
で
い

る
も
の
は
、
す
な
わ
ち
、
私
た
ち
が
宗
教
、
国
家
、
国
民
経
済
な
ど
の
変
数
と
概
念
的
に
区
別
し
て
い
る
、
そ
し
て
こ
の
上
で
後
者
が

構
築
さ
れ
、
計
画
さ
れ
る
、
包
括
的
な
社
会
空
間
は
、
一
九
世
紀
以
前
に
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
だ
が
、
ま
さ
し
く
こ
の
、
組
織

化
可
能
な
世
俗
的
空
間
と
し
て
の
社
会
が
出
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
家
は
、
宗
教
の
権
能
を
再
定
義
し
て
、
独
自
の
業
務
を
監

督
・
促
進
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
人
々
の
さ
ま
ざ
ま
な
『
宗
教
的
』
忠
誠
と
は
無
関
係
に
、
全
国
民
を
物
質
的
・
精
神
的
に
変

容
さ
せ
続
け
る
と
い
う
業
務
で
あ
）
11
（
る
」。
さ
ら
に
、
一
九
世
紀
以
降
は
、
そ
れ
が
西
洋
の
中
心
的
な
政
治
的
理
念
と
な
っ
て
い
く
と
同

時
に
、「
進
ん
だ
も
の
」
と
し
て
、
非
西
洋
世
界
に
拡
散
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

ア
サ
ド
の
「
世
俗
主
義
」
に
つ
い
て
の
歴
史
的
説
明
は
、
系
譜
学
の
理
念
そ
の
ま
ま
に
、
極
め
て
重
層
的
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も

「
世
俗
主
義
」
が
、
世
俗
国
家
と
し
て
の
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
一
種
の
共
犯
関
係
に
あ
る
こ
と
は
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る

で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
世
俗
主
義
は
、「
政
治
の
領
域
に
お
い
て
は
、
こ
れ
は
特
定
の
制
度
的
分
離
お
よ
び
制
度
を
要
請
す
る
。
そ

れ
ら
は
寛
容
な
世
界
の
た
め
の
唯
一
の
保
障
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
概
念
ま
た
は
実
践
と
し
て
、
宗
教
に
対
し
、
指
定
さ
れ
た
限
界
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内
に
止
ま
る
よ
う
に
強
制
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
世
俗
国
家
の
超
越
的
権
力
は
信
仰
と
表
現
の
自
由
を
保
障
で
き
）
11
（
る
」
か
ら
で
あ

る
。

４　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ム
の
位
置

　

そ
れ
で
は
、
そ
の
よ
う
に
「
世
俗
主
義
」
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
考
え
た
と
き
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ム
の
位
置
は
、
ど

の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ア
サ
ド
は
、
ま
ず
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
と
い
う
表
象
の
由
来
を
分
析
の
対
象
と
す

る
。
そ
の
結
論
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
起
源
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
固
有
の
も
の
は
存
在

せ
ず
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
生
み
出
し
た
も
の
と
し
て
の
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
」
に
し
か
、
そ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
根
拠
は
な
い
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
」
も
、
イ
ス
ラ
ム
を
含
む
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
の
継
受
の
上
に
成
り
立
っ
て
い

る
も
の
で
あ
る
以
上
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
本
質
主
義
的
な
定
義
は
、
常
に
曖
昧
な
も
の
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
。「
イ
ス
ラ
ム
」

は
、
こ
う
し
た
曖
昧
な
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
定
義
を
補
完
し
、
そ
れ
を
完
成
す
る
形
で
概
念
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
ア
サ
ド
は
指
摘
す

る
。「
イ
ス
ラ
ム
」
は
、
そ
も
そ
も
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
の
外
部
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
敵
対
的
で
あ
り
、
か
つ
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
文
明
よ
り
も
劣
っ
た
も
の
と
し
て
表
象
さ
れ
、
そ
の
よ
う
に
表
象
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
そ
の
も
の
を
成
立
さ
せ
て
き
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
イ
ス
ラ
ム
」
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確
立
に
本

質
的
に
必
要
と
さ
れ
る
「
構
成
的
外
部
」
な
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
の
内
部
に
「
イ
ス
ラ
ム
」
を
包
摂
す
る
こ
と
に
は
、
特
別
な
困
難
が
伴
う
。「『
内
部
』
は
『
外
部
』

を
含
む
わ
け
に
行
か
な
い
。
暴
力
的
な
諸
文
化
が
文
明
的
な
文
化
の
中
に
存
在
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
非
ヨ
ー
ロ
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ッ
パ
を
包
含
で
き
な
い
。
イ
ス
ラ
ム
的
な
情
念
と
観
念
に
束
縛
さ
れ
た
移
民
た
ち
が
、
世
俗
的
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
明
的
諸
制
度
の
中
で

安
住
す
る
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
あ
り
得
な
）
11
（

い
」
か
ら
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
「
政
治
的
代
表
」
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
、「
イ
ス
ラ
ム
」
を
代
表
す
る
こ
と
に
は

原
理
的
な
困
難
が
あ
る
と
ア
サ
ド
は
い
う
。
な
ぜ
な
ら
、
民
主
主
義
国
家
を
構
成
す
る
市
民
は
、
そ
の
全
成
員
に
、
か
つ
、
そ
の
成
員

の
み
に
共
通
す
る
も
の
の
み
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
、
一
つ
の
階
級
に
属
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
リ
ベ
ラ
ル
・
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
い
て
は
、
そ
の
共
通
の
属
性
は
「
抽
象
的
平
等
性
」
と
い
う
薄
い
も
の
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ

の
「
抽
象
的
平
等
性
」
は
、
実
際
に
は
多
数
派
集
団
の
属
性
、
多
数
派
集
団
の
本
質
を
規
定
す
る
物
語
に
依
拠
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

そ
こ
に
少
数
派
集
団
を
組
み
込
む
こ
と
は
原
理
的
に
不
可
能
で
あ
る
。
西
洋
の
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
け
る
「
市
民
」
は
、

ま
さ
に
「
世
俗
主
義
」
的
に
規
定
さ
れ
た
「
市
民
」
で
あ
り
、
身
体
的
実
践
を
伴
う
宗
教
性
を
身
に
ま
と
っ
た
人
々
は
、「
市
民
」
と

し
て
の
抽
象
的
平
等
性
の
外
に
位
置
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「『
フ
ラ
ン
ス
』
は
、
ジ
ャ
コ
バ
ン
派
の
物
語
を
体
現
し
て
い
る
限
り
、
本4

質
的
に

4

4

4

、
こ
の
物
語
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
キ
リ
ス
ト
教
系
お
よ
び
ポ
ス
ト
・
キ
リ
ス
ト
教
系
市
民
を
代
表
し
て
い
）
11
（
る
」（
傍
点

は
ア
サ
ド
）
の
で
あ
っ
て
、「
フ
ラ
ン
ス
市
民
は
、
脱
本
質
化
さ
れ
得
な
い
」
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
市
民
は
自
己
の
み
に
等

し
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
本
質
的
に
抽
象
的
な
量
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
観
念
を
拒
絶
し
て
い
）
11
（
る
」。

　

こ
う
し
た
議
論
は
、
政
治
理
論
の
文
脈
で
は
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
と
基
調
を
同
じ
く
す
る
も
の
と
と
ら
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
実
際
、
ア
サ
ド
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
コ
ノ
リ
ー
の
唱
え
る
「
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
脱
中
心
的
な
多
元
主
義
」
の
議
論
を
引

用
す
る
。
そ
れ
は
、「『
民
主
国
家
の
内
部
に
数
多
く
あ
る
少
数
集
団
を
管
理
統
括
す
る
多
数
派
国
民
と
い
う
考
え
方
か
ら
、
忍
耐
と
批

判
的
な
鋭
敏
さ
と
い
う
全
般
的
エ
ー
ト
ス
を
も
っ
て
、
互
い
に
競
い
か
つ
協
力
し
あ
う
、
多
様
な
少
数
集
団
よ
り
な
る
民
主
国
家
と
い

う
考
え
方
へ
』
多
元
主
義
の
主
導
的
思
考
を
変
え
て
い
く
よ
う
に
と
提
言
す
）
1（
（
る
」
も
の
で
あ
る
。
ア
サ
ド
は
、
そ
う
し
た
脱
中
心
的
な
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多
元
主
義
が
実
現
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
、「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
そ
の
境
界
と
を
構
成
す
る
歴
史
的
物
語
を
、
絶
え
ず
脱
構

築
で
き
）
11
（

る
」
可
能
性
に
つ
い
て
は
留
保
し
つ
つ
も
、
そ
う
し
た
議
論
の
方
向
に
一
定
の
期
待
を
寄
せ
て
い
る
。
こ
の
戦
略
に
基
づ
け

ば
、
西
洋
の
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
多
様
性
、
均
質
に
見
え
る
「
世
俗
社
会
」
の
不
均
質
性
を
明
ら
か
に
し
、
そ
う
し
た
「
世

俗
社
会
」
を
解
体
し
て
い
く
こ
と
こ
そ
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ム
の
新
し
い
位
置
づ
け
の
可
能
性
を
開
く
も
の
で
あ
り
、

「
世
俗
主
義
」
を
「
開
か
れ
た
伝
統
」
と
み
な
し
て
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば
、「
イ
ス
ラ
ム
」
が

真
の
意
味
で
の
「
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
」
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
に
迎
え
入
れ
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
「
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
」
の
問
題
と
し
て
の
イ
ス
ラ
ム
問
題
の
解
決
を
超
え
る
展
望
も
、
ア
サ
ド
は
示
し
て
い
る
。

こ
こ
で
ア
サ
ド
が
問
題
に
す
る
の
は
、
集
団
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
個
人
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
ず
れ
の
問
題
で

あ
る
。
個
人
は
、
単
一
の
集
団
に
の
み
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
帰
属
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
複
数
の
集
団
に
同
時
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
を
帰
属
さ
せ
う
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
集
団
の
物
語
や
実
践
が
ど
の
よ
う
な
形
で
あ
る
個
人
に
身
体
化
さ
れ
る
か
は
、
一
義
的

に
は
決
ま
ら
な
い
。
ア
サ
ド
は
、
ジ
ョ
ン
・
ミ
ル
バ
ン
ク
の
「
複
合
的
空
間
」
の
観
念
を
用
い
て
、
こ
の
状
況
を
説
明
し
よ
う
と
す

る
。「
複
合
的
空
間
」
と
は
、「
啓
蒙
主
義
の
単
純
空
間
」
か
ら
区
別
さ
れ
る
空
間
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
い
か
な
る
行
為
も
完
全
に
自

己
充
足
的
な
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
。
行
為
は
い
つ
も
他
の
人
間
に
作
用
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
空
間
は
常
に
あ
る
程
度
『
複
合
的

に
』
重
な
り
合
っ
て
お
り
、
管
轄
権
は
常
に
い
く
ぶ
ん
か
競
合
し
て
お
り
、
忠
誠
は
お
そ
ら
く
は
穏
や
か
な
程
度
に
分
裂
し
た
ま
ま
で

あ
）
11
（
る
」
よ
う
な
空
間
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
集
団
の
紐
帯
は
重
な
り
合
い
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
多
元
的
で
あ
り
、
人
々
が
あ
ら
ゆ

る
領
域
で
一
個
の
主
権
的
機
関
に
服
従
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
て
も
い
な
い
し
、
ま
た
、
彼
ら
自
身
が
主
権
的
な
道
徳
主
体
で
あ
る

必
要
も
な
い
。

　

さ
ら
に
、
こ
う
し
た
「
複
合
的
空
間
」
を
認
め
る
こ
と
は
、
そ
こ
に
存
在
す
る
多
元
的
な
伝
統
に
属
す
る
具
体
的
な
実
践
の
持
つ
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「
混
成
的
な
時
間
性
」
を
認
め
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。「
混
成
的
な
時
間
」
と
は
、
世
俗
的
な
単
純
な
時
間
の
中
に
同
時
的
に
流
れ

る
、「
多
的
な
伝
統
に
根
ざ
す
具
体
的
実
践
」
の
中
に
含
ま
れ
る
複
合
的
な
時
間
性
で
あ
り
、「
種
々
の
期
待
の
地
平
と
種
々
の
経
験
の

空
間
と
の
間
に
あ
る
諸
々
の
差
異
─
─
過
去
か
ら
現
在
を
、
予
期
さ
れ
た
世
界
か
ら
経
験
さ
れ
た
世
界
を
、
絶
え
ず
切
り
離
し
、
修
正

と
再
結
合
を
求
め
る
差
異
─
）
11
（

─
」
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
複
合
的
空
間
や
混
成
的
な
時
間
は
、
排
他
的
な
境

界
と
均
質
な
時
間
性
を
伴
っ
た
「
国
民
政
治
」
の
観
念
と
衝
突
す
る
。「
重
合
す
る
領
域
・
権
威
・
時
間
の
パ
タ
ー
ン
が
、
い
か
に
想

像
の
共
同
体
と
い
う
概
念
と
衝
突
す
る
）
11
（
か
」
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ア
サ
ド
は
、「
主
権
国
家
が
そ
の
市
民
の
あ
ら
ゆ
る
実
践
、
関
係
、

忠
誠
を
包
含
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
（
過
去
に
も
あ
り
え
な
か
っ

）
11
（た
）」
の
が
現
実
で
あ
る
以
上
、
こ
う
し
た
「
複
合
的
空
間
」

は
、
仮
想
的
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
現
実
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

　

単
一
の
本
質
を
持
つ
均
一
な
概
念
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
、
そ
う
し
た
概
念
に
よ
る
二
分
法
に
よ
っ
て
世
界
を
解
釈
し
、
そ
こ
に
権

力
的
な
関
係
を
忍
び
込
ま
せ
る
啓
蒙
主
義
的
な
理
解
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
「
複
合
的
空
間
」
と
「
混
成
的
時
間
」
に
根
ざ
し
た
、
具

体
的
な
身
体
的
実
践
の
集
積
と
し
て
「
社
会
」
を
理
解
す
る
と
き
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
イ
ス
ラ
ム
を
代
表
す
る
こ
と
が
可
能
に

な
る
。
そ
れ
は
、「
す
べ
て
の
人
間
が
さ
ま
ざ
ま
な
少
数
者
と
並
ぶ
一
つ
の
少
数
者
と
し
て
生
き
ら
れ
）
11
（
る
」
こ
と
が
実
現
す
る
こ
と
で

あ
る
と
、
ア
サ
ド
は
展
望
す
る
の
で
あ
）
11
（
る
。

５　

終
わ
り
に

　

ア
サ
ド
が
常
に
批
判
す
る
の
は
、（
し
ば
し
ば
二
項
対
立
的
な
）
概
念
に
よ
っ
て
区
画
化
さ
れ
る
空
間
を
均
質
な
も
の
と
し
て
捉
え

る
こ
と
で
あ
る
。「
宗
教
」
も
「
世
俗
」
も
そ
の
中
に
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
と
実
践
を
含
み
込
ん
で
い
る
。
そ
れ
を
単
一
か
つ
均
質
の
も
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の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
、
西
洋
の
近
代
に
お
け
る
「
世
俗
主
義
」
と
い
う
特
定
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ

う
し
た
均
質
性
を
解
体
し
、
そ
の
内
部
に
お
け
る
複
数
性
と
分
断
線
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
最
終
的

に
は
、「
複
合
的
な
空
間
」
と
「
混
成
的
な
時
間
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
受
容
さ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

例
え
ば
、
ア
サ
ド
は
、「
近
代
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「
あ
る
重
要
な
意
味
に
お
い
て
、
伝
統
と
近
代
性
と
は
相
互

に
排
他
的
で
あ
る
よ
う
な
文
化
あ
る
い
は
社
会
の
状
態
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ら
は
歴
史
性
の
異
な
る
相
な
の
で
す
。
近
代
的
と
考

え
ら
れ
て
い
る
多
く
の
も
の
が
西
洋
の
歴
史
に
ル
ー
ツ
を
持
つ
諸
伝
統
に
属
し
て
い
ま
す
。
…
…
こ
う
い
う
次
第
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
ほ
と
ん
ど
の
社
会
科
学
者
は
、
広
く
は
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
、
特
殊
に
は
イ
ス
ラ
ム
世
界
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
『
伝
統
的
』
社

会
／
文
化
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
な
形
で
論
じ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
）
11
（
ん
」。
こ
こ
で
ア
サ
ド
が
、「
近
代
性
」
を
「
伝
統
」
と
排
他
的
な

も
の
で
は
な
く
そ
れ
と
混
在
し
て
い
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
、
さ
ら
に
そ
の
「
伝
統
」
そ
の
も
の
も
多
層
的
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て

い
る
の
は
、
そ
う
し
た
複
数
性
へ
の
着
目
の
一
つ
の
現
れ
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

今
日
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
「
イ
ス
ラ
ム
」
の
問
題
は
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
の
「
近
代
」
を
構
成
す
る
複
数
性

の
外
部
に
「
イ
ス
ラ
ム
」
が
置
か
れ
、
か
つ
、
そ
れ
が
認
識
的
に
も
同
質
的
か
つ
単
一
の
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ

る
。
別
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
、
ア
サ
ド
は
、
西
洋
に
住
ん
で
い
る
ム
ス
リ
ム
の
今
後
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
を
残
し
て
い

る
。「
西
洋
に
住
ん
で
い
る
ム
ス
リ
ム
の
今
後
で
す
か
？　

そ
の
答
え
は
一
つ
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
西
洋
に
お
け
る

ム
ス
リ
ム
は
、
単
一
の
同
質
的
集
団
で
は
な
い
か
ら
で
す
。
社
会
学
的
に
も
神
学
的
に
）
11
（
も
」。
ム
ス
リ
ム
の
多
様
性
に
関
す
る
西
洋
の

無
理
解
を
厳
し
く
非
難
す
る
コ
メ
ン
ト
で
あ
り
、
西
洋
近
代
を
理
解
す
る
場
合
と
同
様
の
複
数
性
の
相
を
イ
ス
ラ
ム
社
会
に
も
認
め
る

べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
、
ア
サ
ド
が
ま
さ
に
目
指
し
て
き
た
イ
ス
ラ
ム
理
解
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。

　

確
か
に
、
理
論
的
な
次
元
に
お
い
て
西
洋
近
代
の
複
数
性
や
イ
ス
ラ
ム
の
複
数
性
に
つ
い
て
の
理
解
は
進
行
し
つ
つ
あ
る
の
か
も
し
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れ
な
い
。
し
か
し
、
他
方
で
、
自
爆
攻
撃
や
「
テ
ロ
」
の
度
に
く
り
返
さ
れ
る
「
世
俗
主
義
」
的
言
説
に
よ
っ
て
、
均
質
か
つ
同
質
的

な
「
イ
ス
ラ
ム
」
が
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
の
野
蛮
な
敵
と
し
て
対
峙
す
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
依
然
と
し
て
強
固
な
ま
ま
で
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
上
記
の
引
用
に
続
け
て
、
ア
サ
ド
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
は
西
洋
国
民
国
家
に
お
け

る
単
一
の
少
数
派
集
団
と
し
て
見
ら
れ
て
い
ま
す
し
、
こ
れ
か
ら
も
そ
う
見
ら
れ
る
で
し
ょ
）
1（
（

う
」。
こ
の
一
節
を
、
西
洋
近
代
と
ム
ス

リ
ム
と
の
和
解
不
可
能
性
に
つ
い
て
の
、
諦
め
と
も
い
え
る
悲
観
的
見
解
と
読
む
の
は
、
行
き
す
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。
イ
ス
ラ
ム
と
西
洋

近
代
と
の
関
係
は
、
そ
れ
だ
け
根
深
い
も
の
で
あ
り
、
容
易
な
解
決
を
許
さ
な
い
の
で
あ
る
。

（
１
）　
「
政
治
」
と
「
宗
教
」
の
関
わ
り
合
い
の
問
題
、
特
に
公
共
領
域
に
お
け
る
「
宗
教
的
な
も
の
」
の
顕
在
化
と
そ
の
理
論
的
意
味
に
つ
い
て
は
、
別

の
と
こ
ろ
で
詳
論
し
て
い
る
。
茢
田
真
司
、「
宗
教
と
公
共
性
─「
境
界
」
か
ら
「
空
間
」
へ
」、
島
薗
進
・
磯
前
順
一（
編
）、『
宗
教
と
公
共
空
間
』
所

収
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
四
年
、
一
四
一
～
一
六
六
頁
を
参
照
。

（
２
）　

ア
サ
ド
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
磯
前
順
一
、「
解
説　

デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
の
知
識
人　

タ
ラ
ル
・
ア
サ
ド　

─
他
者
と
と
も
に
あ
る
こ
と
」、
後
掲
『
自
爆

テ
ロ
』
所
収
、
一
七
〇
～
二
三
六
ペ
ー
ジ
、
お
よ
び
、
後
掲
Ｐ
所
収
のD

avid Scott and Charles H
irschkind, “Introduction : T

he A
nthropo-

logical Skepticism
 of T

alal A
sad” pp. （-（（

が
詳
し
い
。
ま
た
、
同
じ
く
Ｐ
所
収
のD

avid Scott, “A
ppendix : T

he T
rouble of T

hinking : 
A

n Interview
 w

ith T
alal A

sad”, pp. 111-111

で
は
、
そ
の
一
部
に
つ
い
て
の
本
人
が
コ
メ
ン
ト
を
加
え
て
い
る
。

（
３
）　

タ
ラ
ル
は
、
自
ら
の
理
論
的
な
形
成
に
対
す
る
ム
ハ
ン
マ
ド
の
大
き
な
影
響
を
認
め
て
い
る
。
同
時
に
、
ム
ハ
ン
マ
ド
の
理
論
の
限
界
に
つ
い
て

も
、
批
判
的
に
言
及
し
て
い
る
。“M

uham
m

ad A
sad Betw

een Religion and Politics,” Islam
 and Science, 11（1

（
茢
田
真
司
訳
、「
宗
教
と
政

治
の
間
で
─
我
が
父
ム
ハ
ン
マ
ド
」、
島
薗
・
磯
前
編
『
宗
教
と
公
共
空
間
』
所
収
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
四
年
）
を
参
照
。

（
４
）　

ア
サ
ド
の
著
作
リ
ス
ト
に
関
し
て
は
、
Ｐ
所
収
の“T

alal A
sad : A

 Bibliography”, pp. 111

～111

が
、
二
〇
〇
六
年
ま
で
の
も
の
に
つ
い
て

は
、
最
も
詳
細
で
あ
る
。
そ
の
他
、
磯
前
、
前
掲
の
末
尾
に
も
、
主
要
著
作
の
リ
ス
ト
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
対
象
と
す
る
時
期
の
タ
ラ
ル
・
ア

サ
ド
の
主
要
な
著
作
お
よ
び
本
稿
で
引
用
す
る
著
作
・
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

【
Ｇ
Ｒ
】　G

enealogies of R
eligion : D

iscipline and R
easons of Pow

er in Christianity and Islam
, Baltim

ore, M
D

 : Johns H
opkins 
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U

niversity Press, （111.

〔K
indle

版
を
使
用
〕（
中
村
圭
志
訳
、『
宗
教
の
系
譜
─
キ
リ
ス
ト
教
と
イ
ス
ラ
ム
に
お
け
る
権
力
の
根
拠
と
訓
練
』
岩

波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
（
抄
訳
））

【
Ｆ
Ｓ
】　Form

ations of the Secular : Christianity, Islam
, M

odernity, Stanford, CA
 : Stanford U

niversity Press, 1111

〔K
indle

版
を

使
用
〕（
中
村
圭
志
訳
、『
世
俗
の
形
成　

キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
、
近
代
』、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
六
年
） 

【
Ｓ
Ｂ
】　O

n Suicide Bom
bing, Colum

bia U
niversity Press, 1111

（
茢
田
真
司
訳
、『
自
爆
テ
ロ
』、
青
土
社
、
二
〇
〇
八
年
） 

【
Ｍ
Ｐ
】　“M

odern Pow
er and the Reconfiguration of Religion : Interview

 w
ith T

alal A
sad”, Stanford H

um
anities R

eview
, 1-（, 

（111

〔
英
文
テ
キ
ス
ト
は
電
子
版 

（http://w
w

w
.stanford.edu/group/SH

R/1-（/text/asad.htm
l

）
を
使
用
し
た
た
め
、
特
に
ペ
ー
ジ
を
注
記

し
て
い
な
い
。〕（
中
村
圭
史
訳
「
近
代
の
権
力
と
宗
教
的
伝
統
の
再
編
成
」、『
み
す
ず
』
二
〇
〇
四
年
八
月
号
所
収
）

【
Ｒ
Ｍ
Ｃ
】　“Reading a M

odern Classic : W
. C. Sm

ith’s ‘the M
eaning and End of Religion”’, in H

ent de V
ries and Sam

uel W
eber 

（eds.

）, Religion and M
edia, Stanford U

niversity Press, 111（

（（
中
村
圭
史
訳
「
比
較
宗
教
学
の
古
典
を
読
む
─
Ｗ
・
Ｃ
・
ス
ミ
ス
『
宗
教

の
目
的
と
意
味
』」、
磯
前
順
一
、
タ
ラ
ル
・
ア
サ
ド
編
、『
宗
教
を
語
り
直
す　

近
代
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
再
考
』
所
収
、
二
〇
〇
六
年
、
二
四
～
五
〇

頁
）

【
Ｔ
Ｒ
】　“T

hinking about Religion, Belief and Politics” in Robert A
. O

rsi 

（ed.

）, Cam
bridge Com

panion to R
eligious Studies, Cam

-
bridge U

niversity Press, 11（1, pp. 11-11
（
茢
田
真
司
訳
、「
世
俗
主
義
を
越
え
て
」、
磯
前
・
山
本
編
『
宗
教
概
念
の
彼
方
へ
』
所
収
、
法
蔵

館
、
二
〇
一
一
年
、
三
七
三
～
四
〇
三
ペ
ー
ジ
）

【
Ｔ
Ｙ
】　“Genealogies of Religion, T

w
enty Y

ears O
n : A

n Interview
 w

ith T
alal A

sad” by Craig M
artin, Bulletin for the Study of 

R
eligion, 11（1,

（https://bulletin.equinoxpub.com
/11（1/（（/genealogies-of-religion-tw

enty-years-on-an-interview
-w

ith-talal-asad/, 

二
〇
一
七
年
一
一
月
二
一
日
閲
覧
）

【
Ｍ
】　“D
o M

uslim
s Belong in the W

est” Interview
 by H

asan A
zad, Jadaliyye zine 1.1.11（1

（http://talalasad.blogspot.
jp/11（1/11/do-m

uslim
s-belong-in-w

est-interview
.htm

l

に
転
載
さ
れ
た
も
の
を
使
用
、
二
〇
一
七
年
一
一
月
二
一
日
閲
覧
）

　
　

な
お
、
ア
サ
ド
に
関
し
て
は
、
直
接
間
接
に
ア
サ
ド
の
影
響
を
受
け
た
人
々
に
よ
っ
て
、
以
下
の
論
文
集
が
編
ま
れ
て
い
る
。

【
Ｐ
】　Pow

ers of the Secular M
odern : T

alal A
sad and his Interlocutors, Edited By D

avid Scott, Charles H
irschkind, Stanford 

U
niversity Press, 1111

〔K
indle

版
を
使
用
〕
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こ
れ
ら
の
文
献
の
引
用
に
際
し
て
は
、【　

】
内
の
略
号
で
表
記
す
る
。K

indle

版
を
参
照
し
た
場
合
に
は
、
位
置
№
で
指
示
す
る
場
合
が
あ
る
。
ま

た
引
用
の
訳
文
は
、
既
存
の
日
本
語
訳
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
に
依
拠
し
て
い
る
。

（
５
）　
「
系
譜
学
」
に
つ
い
て
の
フ
ー
コ
ー
自
身
の
ま
と
ま
っ
た
解
説
と
し
て
、「
ニ
ー
チ
ェ
、
系
譜
学
、
歴
史
」、『
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
思
考
集
成
Ⅳ　

（11（-（111　

規
範
・
社
会
』
所
収
、
一
一
～
三
九
頁
を
参
照
。

（
６
）　FS, N

o. 1（1/1111

（
邦
訳
一
九
～
二
〇
頁
）.

（
７
）　P, p. 111.

（
８
）　M

（
９
）　P, p. 111.

（
（1
）　
「
し
か
し
、
私
が
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
に
不
満
を
感
じ
た
の
は
、
彼
が
身
体
の
問
題
に
手
を
つ
け
な
か
っ
た
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
、
人
々
の
生
活
の
ま

さ
に
現
実
で
あ
り
、
人
々
を
伝
統
の
運
び
手
た
ら
し
め
て
い
る
も
の
に
手
を
つ
け
な
か
っ
た
だ
け
に
止
ま
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
議
論
の
空
間
の
自
律
性

に
つ
い
て
の
問
題
を
提
起
す
る
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
議
論
は
そ
の
全
体
性
に
お
い
て
身
体
と
絡
み
合
っ
て
お
り
、
特
定
の
伝
統
の
中
に

あ
る
歴
史
的
な
身
体
を
、
感
覚
や
受
容
、
疑
念
の
潜
在
的
な
能
力
と
と
も
に
常
に
用
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
す
。」（P, p. 111

）

（
（（
）　
「
生
活
す
る
身
体
が
、
感
覚
対
象
で
あ
る
（
そ
し
て
そ
の
意
味
で
受
動
的
で
あ
る
）
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
苦
し
み
、
外
的
・
内
的
原
因
に
知
覚
的
・

感
情
的
に
応
答
し
、
特
定
の
社
会
関
係
の
中
で
自
ら
の
痛
み
を
独
自
の
し
か
た
で
用
い
る
身
体
の
能
力
は
、
身
体
を
能
動
的
な
も
の
に
す
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
多
く
の
伝
統
は
、
生
活
す
る
人
間
の
身
体
に
良
く
も
悪
く
も
形
成
さ
れ
う
る
潜
在
能
力
（
自
ら
を
形
成
す
る
力
）
を
帰
し
て
い
る
。」（R

M
C,

邦
訳

四
〇
頁
）

（
（1
）　G

R
, p. 11

〔N
o. （111/1111

〕（
邦
訳
八
六
頁
）

（
（1
）　P, p. 111.

（
（1
）　G

R
, p. 11

〔N
o. （111/1111

〕（
邦
訳
七
〇
頁
）

（
（1
）　Ibid.

（
（1
）　

こ
の
整
理
は
、
ア
サ
ド
が
エ
ジ
プ
ト
に
お
け
る
近
代
化
の
過
程
と
そ
れ
に
伴
う
イ
ス
ラ
ム
法
の
転
型
過
程
を
分
析
す
る
形
で
提
起
し
て
い
る
図
式
に

基
づ
く
。「
要
す
る
に
私
が
示
唆
し
て
い
る
の
は
、
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
初
め
に
か
け
て
お
き
た
社
会
的
・
文
化
的
変
化
が
、
意
図
的
・
非
意

図
的
を
問
わ
ず
世
俗
的
近
代
性
の
基
礎
的
前
提
条
件
の
い
く
つ
か
を
創
出
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
条
件
の
中
に
は
、
⑴
国
民
国
家
の
政
治
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的
権
威
、
⑵
市
場
交
換
の
自
由
、
⑶
家
庭
の
道
徳
的
権
威
を
通
じ
た
統
治
を
可
能
に
す
る
基
礎
的
な
社
会
空
間
の
法
的
組
織
が
含
ま
れ
る
。
こ
の
図
式
に

お
い
て
重
要
な
の
は
、（
国
家
が
体
現
し
、
創
出
し
、
管
理
す
る
）
法
と
（
家
庭
が
育
て
、
支
え
る
「
責
任
あ
る
個
人
」
が
心
砕
く
は
ず
で
あ
る
と
こ
ろ

の
）
道
徳
と
の
区
別
で
あ
る
。
こ
の
両
者
を
媒
介
す
る
の
が
公
共
的
交
換
の
自
由
で
あ
る
が
、
エ
ジ
プ
ト
の
場
合
、
そ
れ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
資
本
の
浸

透
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
契
約
法
の
採
用
を
通
じ
て
再
編
さ
れ
た
空
間
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
イ
ス
ラ
ム
の
推
論
と
国
家
の
進
歩
に
関
す
る
、
ま
た
個
人
の

自
律
に
関
す
る
、
公
共
の
討
論
が
今
や
可
能
と
な
っ
た
空
間
で
あ
る
。」（FS, N

o. 111（/1111

（
邦
訳
三
〇
二
頁
））

（
（1
）　
「
決
定
的
な
再
分
節
化
が
、
国
法
と
個
人
道
徳
の
間
で
行
わ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
こ
の
転
換
が
目
指
し
た
新
た
な
社
会
像
は
、
全
国
民
が
個
人
的
な
権

利
と
免
責
と
を
享
受
し
、
道
徳
的
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
を
付
与
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
政
治
的
代
表
者
を
選
挙
す
る
資
格
を
も
所
有
す
る
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。
革
命
期
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
一
度
に
（
た
だ
し
女
性
と
奉
公
人
を
除
い
て
）、
一
九
世
紀
の
英
国
に
お
い
て
は
漸
次
的
に
、
こ
う
し
た
転
換

が
行
わ
れ
た
。
…
…
こ
う
し
た
統
治
原
則
は
、
そ
れ
が
も
っ
ぱ
ら
現
世
的
な
成
功
に
対
処
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
世
俗
的
で
あ
る
。

…
…
要
す
る
に
一
九
世
紀
の
リ
ベ
ラ
ル
社
会
に
起
源
を
持
つ
、
政
治
／
統
治
上
の
教
理
と
し
て
の
『
世
俗
主
義
』
を
把
握
す
る
こ
と
の
方
が
、『
世
俗
』

を
把
握
す
る
よ
り
も
容
易
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
も
こ
の
二
つ
は
、
相
互
に
依
存
し
合
っ
て
い
る
。」（FS, N

o. 111/1111

（
邦
訳
三
〇

頁
））

（
（1
）　FS, N

o. 111/1111

（
邦
訳
一
六
～
一
七
頁
）

（
（1
）　Ibid.

（
11
）　FS, N

o. 111/1111

（
邦
訳
一
七
頁
）

（
1（
）　M

P,

（
邦
訳
二
五
頁
）

（
11
）　T

R
, p. 1（

（
邦
訳
三
八
〇
頁
）

（
11
）　T

Y

（
11
）　FS, N
o. （111/1111

（
邦
訳
一
一
一
頁
）

（
11
）　FS, N

o. （1（1/1111

（
邦
訳
一
一
二
頁
）

（
11
）　M

P

（
邦
訳
二
七
頁
）

（
11
）　Ibid.

（
11
）　Ibid.
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（
11
）　
「
政
治
的
教
理
と
し
て
の
世
俗
主
義
（secularism

）
と
存
在
論
な
い
し
認
識
論
と
し
て
の
世
俗
（the secular

）
と
の
関
係
が
問
わ
れ
て
い
る
」

（FS, N
o. 111/1111,

（
邦
訳
二
七
頁
））。
た
だ
し
、「
世
俗
」
概
念
と
「
世
俗
主
義
」
と
は
、
少
な
く
と
も
現
代
で
は
無
関
係
な
も
の
と
し
て
存
在
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
11
）　FS, N

o. 11（/1111

（
邦
訳
三
一
頁
）

（
1（
）　FS, N

o. 1111/1111

（
邦
訳
二
五
二
頁
）

（
11
）　FS, N

o. 111/1111

（
邦
訳
四
七
頁
）

（
11
）　Ibid.

（
11
）　FS, N

o. 1111/1111
（
邦
訳
二
五
一
頁
）

（
11
）　Ibid.

（
11
）　FS, N

o. 1111/1111

（
邦
訳
二
五
〇
頁
）

（
11
）　R

M
C,

（
邦
訳
四
五
頁
）

（
11
）　FS, N

o. 1111/1111

（
邦
訳
二
二
三
頁
）

（
11
）　FS, N

o. 1111/1111

（
邦
訳
二
二
八
頁
）

（
11
）　FS, N

o. 1111/1111

（
邦
訳
二
二
九-

二
三
〇
頁
）

（
1（
）　FS, N

o. 1111/1111

（
邦
訳
二
三
〇
頁
）

（
11
）　Ibid.

（
11
）　FS, N

o. 11（1/1111

（
邦
訳
二
三
二
頁
）。
ア
サ
ド
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
「
複
合
的
空
間
」
の
モ
デ
ル
も
ま
た
、
中
世
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る

「
ゴ
シ
ッ
ク
空
間
」
に
求
め
ら
れ
る
。

（
11
）　FS, N
o. FS, N

o. 11（1/1111

（
邦
訳
二
三
二-

二
三
三
頁
）

（
11
）　Ibid.

（
11
）　FS, N

o. 11（1/1111

（
邦
訳
二
三
二
頁
）

（
11
）　FS, N

o. 1111/1111

（
邦
訳
二
三
四
頁
）

（
11
）　

こ
う
し
た
複
数
性
と
多
数
性
の
回
復
は
、
西
洋
近
代
を
批
判
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
論
者
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
見
解
で
あ
る
。
拙
稿
、「
多
文
化
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主
義
・
社
会
関
係
資
本
・
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
─
新
し
い
「
共
存
」
イ
メ
ー
ジ
を
求
め
て
」、
古
沢
広
祐（
編
）、『
共
存
学
４　

多
文
化
世
界
の
可
能

性
』
所
収
、
二
〇
一
七
年
、
二
二
九
～
二
五
〇
頁
を
参
照
。

（
11
）　M

P

（
邦
訳
一
一
頁
）

（
11
）　M

（
1（
）　Ibid.

＊
本
稿
は
、
科
研
費
・
基
盤
研
究
🄒
・
課
題
番
号（1K

11111

の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。


