
宗
教
集
団
の
内
関
化
と
近
代
自
由
主
義

島

蕗

滋{東
京
大
学
〉

現
代
言
本
の
京
教
集
毘
問
題

日
本
の
新
議
教
を
中
心
に
、
世
界
の
他
の
地
域
の
宗
教
運
動
に
も
日
を
く
ば
り
な
が
ら
、
現
代
社
会
に
お
け
る
宗
教
の
あ
り
方
を
考
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え
る
と
い
う
立
場
か
ら
、
現
代
器
本
の
宗
教
集
罰
問
鱒
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

一
般
社
会
の
価
値
観
と
宗
教
集
留
の
鵠
値
観
が
ど

家教集留の内際化と近代自E主主義{議官菌)

の
よ
う
に
関
わ
り
あ
う
の
か
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
間
題
合
考
え
る
の
に
、
新
新
宗
教
と
呼
江
れ
た
り
、

あ
る
い
は
、
私
が
第
題
期
の
新
宗
教
と
時
ん
だ
り
し
て
い
る
、
比
較
的
近
年
に
発
援
し
た
日
本
の
宗
教
漣
動
の
特
畿
を
考
え
る
こ
と
で
、

何
ら
か
の
売
を
あ
て
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
希
援
し
て
い
る
。

新
新
宗
教
、
あ
る
い
は
第
毘
期
の
新
宗
教
と
い
う
の
は
、

一
九
七

0
年
代
話
降
に
急
漉
な
発
展
を
と
げ
た
宗
教
関
体
を
指
す
。
ぞ
れ

ら
の
宗
教
運
動
と
そ
れ
以
前
の
宗
教
運
動
に
は
、
も
ち
ろ
ん
多
く
の
共
通
広
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
新
新
楽
教
も
新
宗
教
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
ま
た
さ
ま
ざ
ま
な
違
い
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
濃
い
、
す
な
わ
ち
田
新
議
教
と
は
違
う

新
新
宗
教
の
特
離
を
考
え
る
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
近
年
の
宗
教
集
期
務
還
を
理
解
す
る
手
が
か
り
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
ま

ず
最
近
の
宗
教
集
団
を
め
ぐ
っ
て
鵡
き
て
い
る
開
題
を
、
い
く
つ
か
の
種
類
に
分
類
し
て
み
よ
う
。
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〈

1
〉
議
後
韻
離
問
題

ム
身
近
な
毅
議
俗
縁
者
、
と
り
わ
け
子
供
が
突
熱
、
宗
教
関
体
に
入
っ
て
し
ま
う
、
そ
し
て
家
族
や
韓
議
と
の
接
触
を
断
っ
て
し
ま
う
ー

そ
の
こ
と
自
体
が
問
題
と
な
る
と
い
う
場
合
で
あ
る
。
当
事
者
か
ら
ナ
る
と
、
大
事
な
身
内
の
単
位
が
、
突
熱
い
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、

教
会
(
世
界
基
督
教
統

い
つ
ま
で
も
帰
っ
て
こ
な
い
。
あ
た
か
も
誘
拐
に
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
理
不
尽
に
思
う
。
統

神
護
教
A

袋、

原
理
運
動
)
は
六

0
年
代
か
ら
長
鶏
に
わ
た
っ
て
、
メ
ン
バ
ー
の
家
族
と
の
間
に
問
題
を
起
こ
し
て
き
た
教
団
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
他
、
当
事
者
は
宗
教
団
体
と
見
な
し
て
い
な
い
ユ

i
ト
ぜ
ア
柏
町
並
ハ
湾
体
運
動
だ
が
、
宗
教
冨
体
に
近
い
性
格
を
持
っ
て
い
る
出
岸

会
、
小
さ
な
築
関
マ
は
あ
る
が
マ
ス
コ
ミ
が
大
々
的
に
取
り
上
げ
て
有
名
に
イ
エ
ス
の
方
舟
、
最
近
で
は
オ
ウ
ム
真
理
教
な
ど
が
こ
の

問
問
題
で
散
閉
そ
に
ぎ
わ
せ
た
。

(
2
〉
歎
諭
(
強
制
)
献
金
、
歎
瀦
(
強
制
)
勧
誘
関
親
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統
一
一
教
会
の
い
わ
ゆ
る
霊
感
商
法
が
典
型
的
な
例
で
あ
る
。
宗
教
的
献
金
や
勧
誘
は
も
ち
ろ
ん
法
的
に
も
正
当
な
宗
教
活
畿
だ
が
、

宗
教
的
な
献
金
や
勧
誘
と
し
て
正
当
化
で
き
る
範
闘
を
超
え
る
よ
う
な
歎
縞
性
や
強
制
性
が
あ
る
と
襲
わ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
本
人
の

告
発
的
な
意
思
に
よ
る
判
断
が
で
き
な
い
よ
う
な
状
況
が
宗
教
備
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
開

題
に
な
っ
て
い
る
。
鎖
似
し
た
開
肉
離
と
し
て
、
支
持
者
集
め
の
時
議
も
あ
る
。
統

教
会
の
よ
う
に
「
世
界
平
和
教
授
ア
カ
デ
ミ
ー
」

な
ど
と
い
う
い
わ
ゆ
る

フ
ロ
ン
ト
綴
織
い
そ
多
数
作
る
場
合
が
あ
る
が
、
そ
の
正
体
が
な
か
な
か
わ
か
ら
な
い
の
で
、
い
つ
の
ま
に

か
そ
の
教
団
の
支
持
者
に
さ
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
抑
制
こ
る
。
最
近
で
は
宗
教
思
体
と
は
い
く
ら
か
性
絡
が
灘
、
つ
が
、

自
己
啓
発
セ
ミ
ナ
ー
な
ど
で
も
強
制
約
勧
誘
問
題
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

(
3
)
世
俗
規
範
拒
否
・
禁
境
問
題

教
義
に
厳
格
に
能
、
っ
と
、

般
社
会
の
親
範
に
寂
す
る
態
度
を
取
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
る
と
い
う
場
合
で
あ
る
。
顧
問
え
ぜ
エ
ホ
バ
の



証
人
の
輸
血
拒
否
の
関
謡
、
学
校
で
の
武
道
な
ど
の
授
業
拒
否
の
問
題
が
こ
の
部
裁
に
入
る
。
あ
る
い
は
統

み

ち

問
題
、
真
理
の
友
と
い
う
教
思
が
集
号
駁
殺
そ
行
っ
た
と
い
う
よ
う
な
開
題
で
あ
る
。
世
俗
の
法
律
体
系
、
あ
る
い
は
直
接
に
法
的
な

教
会
の
合
間
結
播
式
の

規
制
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
常
識
的
な
規
範
と
な
っ
て
い
る
も
の
に
対
し
て
明
確
に
奇
定
し
て
い
く
よ
う
な
態
度
が
宗
教

団
体
に
よ
っ
て
仰
附
さ
れ
て
い
る
と
い
、
つ
こ
と
で
あ
る
。

〈

4
〉
攻
撃
的
他
者
批
判
問
題

〈

3
〉
の
吋
世
俗
規
範
拒
否
・
無
謀
縄
問
題
」
は
、
個
々
人
の
日
常
的
信
仰
生
活
が
社
会
の
規
範
と
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
教
罰
が

特
定
の
社
会
勢
力
や
社
会
規
範
の
あ
り
方
に
震
対
し
、
い
わ
ば
戦
い
を
挑
む
と
い
う
の
が
「
攻
撃
的
他
者
批
判
問
題
」
で
あ
る
。
例
え

ば
統
一
一
教
会
や
幸
福
の
科
学
が
現
代
宮
本
社
会
の
性
道
徳
を
批
判
し
た
り
、
他
宗
教
や
マ
ス
コ
ミ
の
姿
勢
を
正
面
か
ら
批
判
し
た
り
す

る
の
が
良
い
例
で
あ
る
。
攻
撃
さ
れ
た
側
、
と
り
わ
け
マ
ス
コ
ミ
や
学
者
・
著
述
家
が
反
撃
に
転
と
、
激
し
い
応
酬
に
な
る
こ
と
も
あ
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る
。
こ
れ
は
幸
福
の
科
学
の
マ
ス
コ
ミ
批
判
を
錦
と
し
て
、
後
に
詳
し
く
と
り
あ
げ
た
い
α

さ
し
あ
た
り
、
こ
の
四
つ
の
種
類
の
縄
師
織
が
七

0
年
代
以
降
の
新
し
い
京
教
集
閲
潤
繕
と
誘
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、

祭教集図の内哲男化と ilHI:;段 m~主義{烏重富〉

か
つ
て
の
新
宗
教
に
も
さ
ま
ぜ
ま
な
間
藤
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
一
大
渡
教
、
大
本
教
な
ど
は
祭
い
隣
、

般
社
会
と
の

謝
礼
離
を
経
験
し
た
。
現
代
の
京
教
諭
刑
問
網
棚
鵜
は
、
?
っ
い
う
か
つ
て
の
宗
教
集
閲
問
題
と
議
な
る
富
も
た
く
さ
ん
持
っ
て
い
る
が
、
し

〈

1
)

か
し
か
つ
て
ど
は
異
な
る
新
し
い
様
相
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
わ
け
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
戦
前
の
宗
教
集
問
抑
庄
で
も
っ
と
も
多
か
っ
た
の
は
、
経
似
医
療
に
よ
る
被
害
と
い
ろ
霧
装
を
か
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ

た
。
こ
の
場
合
は
一
般
社
会
の
合
理
主
義
的
な
規
範
に
対
し
て
呪
術
的
な
医
療
を
行
う
と
い
う
こ
と
が
問
問
題
に
さ
れ
た
。
天
理
教
と
大

本
教
、
天
理
教
系
の
ほ
ん
み
ち
な
ど
の
弾
圧
の
場
合
に
は
、
天
皇
制
ゃ
あ
る
い
は
資
本
主
義
的
な
社
会
体
畿
に
対
し
て
綾
壊
的
な
主
張

を
す
る
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
さ
れ
た
。
戦
後
は
脱
税
、
財
政
の
不
透
明
、
内
紛
な
ど
が
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
う
い
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う
謎
来
の
開
題
の
あ
句
方
と
、
七

0
年
代
N

以
降
の
問
魁
の
あ
り
方
と
を
比
べ
、
ど
こ
が
途
、
つ
の
か
を
考
え
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
突
は
大
き
な
開
題
で
、
多
く
の
調
変
・
研
究
を
必
要
と
す
る
と
思
う
が
、
こ
こ
で
は
一
つ
の
手
が
か
り
を
得
る
た
め
の
準
機

作
業
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
仮
設
・
を
立
て
た
い
。
最
近
の
新
し
い
宗
教
筒
題
、
京
教
集
団
の
問
問
題
の
特
徴
と
し
て
、
自
由
と
は
何
か
と

い
う
問
題
が
間
関
わ
っ
て
く
る
場
合
が
多
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
そ
れ
が
争
点
に
な
る
こ
と
が
多
い
の
で
は
な
か
予
っ
か
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

一
般
社
会
が
認
め
て
い
る
自
邸
、
世
俗
的
市
民
的
自
由
の
規
範
に
対
し
て
、
宗
教
が
挑
戦
し
て
く
る
と
い
っ
た

解
が
し
ば
し
ば
克
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
犠
後
楠
離
の
問
題
、
欺
縞
献
金
・
欺
揃
勧
誘
の
問
題
は
、

一
般
社
会
で
は
自
由
な
参
加
、
内
釘

由
な
宗
教
活
動
、
自
発
的
な
参
加
、
自
発
的
な
宗
教
活
動
で
あ
る
か
ど
う
か
疑
わ
れ
る
行
為
に
対
し
て
、
宗
教
側
で
は
そ
れ
は
畠
・
図
な

参
加
で
あ
る
、
自
発
的
な
宗
教
活
動
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。
挽
脳
と
か
マ
イ
ン
ド
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
い
う
よ
う

な
こ
と
も
開
題
に
さ
れ
る
が
、
こ
れ
も
宗
教
側
か
ら
み
れ
ば
自
発
的
な
改
鎮
で
あ
る
が
、
外
部
者
か
ら
み
る
と
告
発
的
で
は
な
く
、
欺

-62-

鱒
的
・
強
制
的
な
も
の
に
見
え
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
こ
で
宗
教
集
罰
の
慨
が
自
由
に
対
し
て
ど
う
い
う
考
え
方
を
も
っ
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
・
を
探
求
課
題
に
す
え
て
み
た
い
。
も

ち
ろ
ん
諜
教
集
罰
「
捕
問
題
」
の
特
鍛
そ
の
も
の
に
ア
プ
ロ

i
チ
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
が
、
筆
者
の
諮
問
査
研
究
は
十
分
で
は
な

ぃ
。
そ
こ
で
宗
教
集
聞
の
特
徴
金
体
を
見
な
が
ら
、
で
き
れ
ば
京
教
集
団
問
題
の
特
裁
に
も
手
を
伸
ば
し
て
い
く
と
い
う
方
法
を
と
る
。

い
わ
ゆ
る
新
新
宗
教
令
見
渡
し
て
み
る
と
、
そ
こ
で
か
な
り
広
く
見
ら
れ
る
宗
教
集
器
の
特
徴
と
し
て
、
さ
し
あ
た
り
次
の
二
つ
が

あ
げ
ら
れ
る
と
思
う
。

一
つ
は
宗
教
集
聞
の
内
隈
化
と
呼
べ
る
よ
う
な
特
績
で
あ
る
。

一
般
社
会
と
の
よ
り
明
白
な
断
絶
、
敵
対
な
い
し
関
係
拒
絶
と
い
う

も
の
を
志
向
す
る
集
団
が
増
え
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
い
か
え
る
と
、

一
般
社
会
の
自
由
の
規
範
に
伴
っ
て
尊
語
れ
る

さ
ま
ざ
ま
な
錦
繍
、
た
と
え
ば
、
多
元
性
・
多
様
性
と
い
う
よ
う
な
価
輩
、
あ
る
い
は
自
由
な
情
報
へ
の
ア
ク
七
ス
と
い
う
よ
う
な
価



傭
に
対
し
て
、
集
団
を
階
部
乙
る
こ
と
に
よ
っ
て
防
衛
を
し
、
む
し
ろ
攻
撃
的
に
打
っ
て
出
る
と
い
う
よ
う
な
倒
が
時
立
つ
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。
異
な
る
価
値
や
多
様
な
情
報
の
や
で
迷
っ
た
り
、
様
々
な
対
立
が
起
こ
っ
た
り
、
葛
藤
が
起
こ
っ
た
り
、
他
者
の
意
思
を
恐

れ
た
り
不
安
に
患
っ
た
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
が

般
社
会
の
日
常
生
活
で
広
ま
っ
て
い
る
現
象
だ
と
す
る
と
、

そ
う
い
う
も
の
か
ら
単

の
世
界
観
に
お
お
わ
れ
た
生
活
、
あ
る
い
は
仲
間
た
け
か
ら
な
る
控
跨
を
作
り
、
単
純
に
敵
で
あ
る
外
部
と

対
決
す
る
と
い
う
傾
向
が
最
近
の
宗
教
集
割
の
中
で
強
ま
っ
て
い
る
と
患
わ
れ
る
。

宗
教
集
謹
が
外
部
環
境
か
ら
自
分
た
ち
を
繍
離
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
護
史
上
さ
ま
ざ
ま
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
、
従
来

な
ら
ば
隅
離
を
す
れ
ば
孤
立
し
た
小
集
団
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
う
、
そ
う
い
う
犠
牲
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
と
こ
ろ
が
近

年
は
、
外
部
社
会
と
の
簡
に
壁
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
議
長
の
ェ
、
ネ
ル
ギ
i
が
出
て
く
る
し
、
ま
た
安
定
し
た
存
続
が
可
能

に
な
る
と
い
う
例
が
多
い
よ
う
マ
あ
る
。
内
開
化
が
諜
教
集
団
の
実
際
的
な
利
益
に
合
致
し
う
る
状
説
が
あ
る
ら
し
い
の
で
あ
る
。
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も
う
一
つ
は
世
俗
的
弱
自
主
義
批
判
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
教
聞
が
公
然
と
近
代
的
俊
俗
主
義
的
な
自
由
の
規
範
に
挑
戦
し
て
い
く

と
い
う
姿
勢
、
社
会
に
向
か
っ
て
自
由
の
限
界
を
訴
え
て
い
く
と
い
う
姿
勢
が
自
立
つ
よ
、
つ
に
な
っ
て
い
る
。

般
社
会
の
倫
理
的
な

宗教集聞の内閉化と近代磁自主義(烏箇)

規
範
や
暗
黙
の
合
意
に
対
し
て
、
正
蔀
か
ら
挑
戦
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
欲
議
一
の
自
由
、
牲
の
閉
曲
、
患
葱
・

縮
条
・
表
現
の
自
由
の
議
剰
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
持
続
な
き
自
由
の
過
剰
に
対
し
て
輯
隈
を
設
け
て
い
く
必
要
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
、

般
社
会
は
そ
れ
に
対
し
て
何
ら
措
震
を
議
じ
て
い
な
い
、
そ
こ
に
関
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
立
場
で
あ

る。
ま
た
、
自
由
主
義
が
平
等
主
義
(
奔
階
層
化
〉
に
通
じ
る
側
額
、
あ
る
い
は
個
々
人
の
人
権
の
主
張
(
義
務
な
券
機
利
の
主
張
と
捉

え
ら
れ
る
)
に
つ
な
が
る
側
面
に
対
し
て
批
判
の
自
を
向
け
て
い
く
、
と
い
う
姿
勢
も
強
ま
っ
て
い
る
。
社
会
制
度
に
関
し
て
は
、

や
力
の
公
正
な
配
分
と
い
う
主
犠
に
対
し
て
、
競
争
の
臨
由
、
市
場
の
告
岳
会
肯
定
し
つ
つ
、
能
力
に
も
と
づ
く
結
果
の
議
、
報
酬
の
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差
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
は
ず
だ
。
そ
う
な
っ
て
こ
そ
社
会
に
は
安
定
し
た
権
威
秩
序
が
成
り
立
つ
と
い
う
考
え
方
が
有
力
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
政
教
分
離
を
批
判
し
て
、
公
的
儀
礼
や
公
教
育
に
お
け
る
宗
教
の
導
入
を
主
張
す
る
例
も
あ
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
古
い

制
度
の
復
興
を
求
め
た
り
、
新
し
い
社
会
制
度
を
提
案
す
る
と
い
う
こ
と
も
起
こ
っ
て
き
て
い
る
。

こ
の
二
つ
の
特
徴
、
宗
教
集
団
の
内
閉
化
と
世
俗
的
自
由
主
義
批
判
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
実
例
に
即
し
て
説
明
を
加
え
た
い
。
例

と
し
て
は
、

エ
ホ
バ
の
証
人
と
幸
福
の
科
学
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
団
が
上
に
挙
げ
た
二
つ
の
特
徴
を
ど
う
示
し
て
い
る
か
、

に
つ
い
て
考
察
す
る
。
二
つ
の
特
徴
は
さ
し
当
り
別
個
の
も
の
で
あ
り
、
相
関
し
あ
う
も
の
と
は
限
ら
な
い
。
あ
る
社
会
的
背
景
を
共

有
し
、
そ
こ
に
困
難
を
見
な
が
ら
、
異
な
る
方
向
に
打
開
の
可
能
性
を
見
て
い
る
も
の
と
い
え
る
。
エ
ホ
バ
の
証
人
の
場
合
は
宗
教
集

団
の
内
閉
化
の
も
っ
と
も
典
型
的
な
例
と
し
て
見
ら
れ
る
し
、
幸
福
の
科
学
の
場
合
に
は
世
俗
的
自
由
主
義
批
判
の
典
型
的
な
例
で
あ

る。
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エ
ホ
バ
の
証
人
と
宗
教
集
団
の
内
閉
化

(2) 

エ
ホ
バ
の
証
人
は
一
八
七

0
年
代
に
ア
メ
リ
カ
で
成
立
し
た
。
キ
リ
ス
ト
教
の
中
の
千
年
王
国
的
な
運
動
、
終
末
待
望
の
運
動
で

あ
る
。
多
く
の
千
年
王
国
待
望
の
運
動
が
起
き
た
中
で
、

エ
ホ
バ
の
証
人
に
特
徴
的
な
こ
と
は
、
ま
ず
他
の
キ
リ
ス
ト
教
団
体
と
く
ら

ベ
て
異
端
性
が
は
な
は
だ
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
聖
書
解
釈
に
つ
い
て
、
ひ
じ
よ
う
に
特
異
な
点
が
多
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
終

末
を
待
望
す
る
の
だ
が
、
終
末
の
重
大
な
事
件
が
い
つ
起
こ
る
か
を
特
定
し
、
そ
れ
を
パ
ネ
と
し
て
運
動
を
組
織
し
て
い
く
、
と
い
う

特
徴
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
文
書
や
聖
書
の
配
布
を
通
し
て
布
教
す
る
と
い
う
布
教
方
法
も
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
る
。

次
第
に
主
流
派
の
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
離
れ
て
い
き
、
今
で
は
多
く
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
も
う
キ
リ
ス
ト
教
の
セ
ク
ト
(
宗
派
)
と
は



認
め
て
い
な
い
。
新
宗
教
と
い
う
こ
と
で
、
や
リ
ス
ト
教
以
外
の
宗
教
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
い
く
ら
か
似
た
種
類
の
教
誌
に
は
、
モ

ル
モ
ン
教
と
か
セ
プ
ン
ス
デ
i
-
ア
ド
ペ
ン
チ
ス
2
h

・
a

・
と
い
っ
た
教
関
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
ア
メ
リ
カ
圏
内
だ
け
で
は
な
く
て
、
世
界
中

に
多
く
の
支
部
を
持
っ
て
い
る
が
、
な
か
で
も
山
内
隣
化
と
い
う
点
で
典
型
的
な
の
が
エ
ホ
バ
の
証
人
で
あ
る
。

一
般
社
会
と
厳
し
い
対
立
関
係
に
あ
り
、
し
か
し
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
著
し
い
議
長
を
遂
げ
て
い
る
教
団
で
あ
る
。
初
霜
は
そ
れ
ほ

ど
著
し
い
或
長
を
み
せ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
厳
し
い
迫
害
の
歴
史
が
あ
り
、
と
り
わ
け
第
一
次
世
界
大
戦
中
に
は
、
戦
争
へ
の
不

参
揺
等
々
で
愚
菌
と
の
対
立
が
生
己
、
援
立
し
た
集
盟
と
し
て
の
性
絡
会
強
め
た
。
そ
の
護
立
に
よ
っ
て
、
し
か
し
逆
に
義
援
の
平
不

ル
ギ
i
を
得
た
よ
う
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
第
二
次
世
界
大
戦
前
後
か
ら
忽
速
な
成
援
会
遂
げ
、
こ
の
班
十
年
聞
の
拡
大
は
簸
饗
な
も
の

が
あ
る
。
世
界
の
「
松
選
者
」
の
総
数
は
、

九
一
一
一
八
年
に
涯
九
、

O
四
七
人
、
臨
九
年
に

七
、
八
七
七
人
、
九
一
一
一
年
に
題
、
二
人

九
、
七
五
七
人
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
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日
本
で
は
戦
舗
に
も
入
っ
て
い
た
〈
野
合
社
)
が
、
厳
し
い
弾
圧
を
受
け
、
主
な
発
展
需
は
七

0
年
代
か
ら
後
で
あ
る
。
日
本
の

九
六
五
年
に
芝
、
六
一
一
一
九
入
、
七
五
年
に
三

O
、
二
九
四
人
、
八
五
年
に
九
七
、
八
二
三
人
、
九
一
一
年
に
一
六
五
、

教
は
、

史書教集聞の内開化と近代自由主義(鳥!lil

八
二
三
人
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
長
い
歴
史
を
持
つ
て
は
い
る
が
、
七

0
年
代
以
降
に
急
速
な
発
援
を
と
げ
た
の
で
、
日
本
で
は
新
新

宗
教
と
呼
ん
で
い
い
よ
う
な
性
格
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
な
お
、
こ
こ
で
倍
遵
者
と
よ
認
れ
る
の
は
、
後
に
も
記
す
が
、
避
に
何

十
時
間
以
上
の
伝
道
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
入
遼
で
あ
る
。
伝
選
考
の
数
は
俄
の
穀
宗
教
教
関
で
公
表
さ
れ
る
信
徒
数
よ
り
ち
か
な

り
少
な
目
の
数
え
方
と
見
て
よ
い
。
実
勢
は
も
っ
と
大
き
く
、
教
関
の
儒
徒
数
数
十
万
、
場
合
に
よ
っ
て
は
百
万
以
上
と
一
-
自
称
し
て
い

る
教
聞
に
距
敵
す
る
く
ら
い
の
勢
い
を
持
っ
て
い
る
と
悲
わ
れ
る
。

エ
ホ
バ
の
絞
人
も
新
開
の
社
会
蘭
に
多
く
の
轄
緩
を
提
供
し
て
き
た
。

般
社
会
と
の
対
立
、
葛
藤
、
あ
る
い
は
隅
離
の
開
題
で
あ

つ
に
ぞ
の
現
出
を
分
け
る
と
、

一
つ
は
市
長
的
な
共
同
生
活
へ
の
参
加
の
拒
否
、
不
参
加
を
要
求
し
て
い
る
と
い
う
こ

る
ο

大
き
く
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と
で
あ
る
。

一
般
社
会
で
は
当
然
全
て
の
人
が
参
加
す
る
と
患
わ
れ
て
い
る
事
柄
に
、
あ
え
て
参
加
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
輸
血
距

否
は
そ
の
典
制
舗
で
あ
る
。

一
九
八
五
年
に
川
崎
の
一

O
オ
の
少
年
が
交
通
事
故
に
漉
い
、
両
親
が
輸
血
を
採
否
し
て
亡
く
な
っ
た
と
い

三
事
件
が
あ
り
、
世
間
で
大
き
な
投
目
を
浴
び
た
、
特
に
よ
っ
て
一
般
社
会
の
寵
療
サ
ー
ビ
ス
を
較
百
す
る
わ
け
で
あ
る
。

ま
た
剣
道
・
柔
道
な
ど
の
格
技
の
授
業
参
加
拒
昔
、
こ
れ
は
も
と
も
と
ア
メ
リ
カ
で
の
徴
兵
距
否
か
ら
始
ま
り
、
他
者
へ
の
攻
殺
事
を

慎
む
と
い
う
競
穏
に
し
た
が
う
と
こ
ろ
か
ら
来
て
い
る
が
、
そ
の
た
め
に
場
合
に
よ
っ
て
卒
業
さ
せ
て
よ
い
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題

が
投
じ
た
り
す
る
。
ま
た
、
岡
家
や
校
歌
や
応
援
歌
を
歌
わ
な
い
、
あ
る
い
は
乾
杯
・
万
歳
・
お
め
で
と
う
な
ど
の
あ
い
さ
つ
を
し
な

ぃ
、
誕
生
日
・
母
の
お
・
ク
リ
ス
マ
ス
な
ど
の
お
扱
い
に
は
参
加
し
な
い

1
1
こ
れ
ら
は
偶
像
崇
拝
の
拒
在
と
い
う
こ
と
か
ら
来
て
い

る
。
国
政
選
挙
や
学
級
委
員
の
投
菌
加
に
も
諮
わ
ら
な
い
、

P
T
A
の
役
員
に
な
ら
な
い
と
い
っ
た
形
の
参
加
拒
否
も
あ
る
む
さ
ら
に

償
提
以
外
の
人
々
と
深
く
つ
き
あ
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
援
も
あ
る
。
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し
た
が
っ
て
当
熱
、

一
般
社
会
と
の
人
間
的
な
結
合
が
薄
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
そ
う
い
う
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

か
と
い
う
と
、
聖
書
の
命
じ
て
い
る
規
範
と
現
殺
の
社
会
的
な
襲
範
が
相
異
す
る
と
考
え
る
か
ら
だ
が
、
そ
の
点
を
あ
え
て
際
立
た
せ

る
よ
う
な
行
き
方
を
と
る
の
で
あ
る
。

で
は
特
に
そ
れ
ほ
ど
詮
自
す
べ
き
欝
所
で
は
な
い
と
見
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
取

り
出
し
て
き
で
、
そ
う
い
う

欝
が
あ
る
の
だ
か
ら
こ
う
い
う
行
為
は
し
て
は
い
け
な
い
と
禁
止
競
走
が
広
げ
ら
れ
て
い
く
。

外
部
者
と
つ
き
あ
っ
て
は
い
け
な
い
も
う

つ
の
理
由
は
、
外
部
の
世
界
は
悪
に
ま
み
れ
て
い
る
の
で
、
外
部
者
と
つ
き
あ
い
を
深

め
る
と
本
人
自
身
も
そ
の
影
響
を
受
け
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
不
可
避
的
に

般
社
会
と
の
断
絶
を
強
め
て
い
く
こ
と
に
な

る
。
逆
に
内
部
の
団
結
が
強
化
さ
れ
集
墜
と
外
部
社
会
と
の
境
界
感
覚
が
強
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ぞ
れ
が
信
仰
の
強
北
、
内
部
的

な
議
仰
の
強
化
に
も
つ
な
が
り
、
発
展
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
な
る
。

こ
う
し
た
強
い
内
部
結
束
を
助
け
る
も
う
一
つ
の
も
の
と
し
て
、
信
侮
訟
道
橋
動
へ
の
献
身
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
一
戸
別
訪
問
を
中



心
と
す
る
伝
道
義
務
が
た
い
へ
ん
議
ん
じ
ら
れ
る
。
最
初
は
「
研
究
生
」
と
よ
ば
れ
、
教
理
を
勉
強
す
る
も
の
と
し
て
教
団
と
関
わ
り

を
持
つ
。
そ
の
研
究
生
泣
い
ず
れ
怯
道
者
に
な
る
者
、
な
る
は
ず
の
者
と
し
て
接
し
続
け
ら
れ
る
。
半
年
か
ら
二
、
一
一
一
年
の
勉
強
を
軽

て
絃
選
者
に
な
る
の
が
ふ
?
っ
と
さ
れ
る
。
~
紘
滋
者
に
は
「
補
助
開
拓
者
」
「
正
規
龍
拓
者
い
「
特
別
開
拓
者
」
と
い
う
…
一
一
つ
の
段
階
が

あ
り
、

一
番
多
い
の
は
ま
規
開
拓
者
で
あ
る
が
、
月
に
九
十
時
間
を
倍
道
に
捧
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
〈
補
助
開
拓
考
は
六

十
時
間
、
特
邸
機
拓
者
は
百
四
十
持
賭
〉
。

一
日
に
平
均
し
て
も
三
時
間
だ
か
ら
た
い
へ
ん
な
こ
と
で
あ
る
。
世
俗
的
な
家
族
生
活
や

毅
難
生
活
に
大
き
な
支
障
を
き
た
す
こ
と
に
な
る
。
日
怯
護
活
動
が
で
き
る
た
め
に
あ
る
種
の
鞍
業
を
選
ぱ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
い
う

w
 

そ
の
他
に
多
く
の
集
会
が
あ
り
、
出
席
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
近
隣
に
王
間
会
館
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
週
三
園
、
自
濯
時
以
外

は
夜
間
に
集
会
が
あ
る
。
し
か
も
子
供
を
連
れ
て
山
出
席
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
な
る
と
子
供
を
通
じ
て
の
一
般
社
会
と
の
接
触
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も
限
定
さ
れ
て
く
る
。
ま
た
子
供
・
自
身
も
世
俗
的
な
子
供
詩
士
の
交
わ
り
か
ら
離
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
、
子
供
に
高
等
教

育
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
を
勧
め
な
い
。
子
供
の
世
俗
社
会
で
の
社
会
生
活
の
麓
間
を
限
定
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
家
族
に
要
求
す

空襲教集留め内開化と近代自由主義(島麟)

る
わ
け
で
あ
る
。

さ
ら
に
家
族
皆
が
信
仰
し
て
い
な
い
場
合
は
、
家
族
の
中
の
対
立
・
亀
裂
を
深
め
る
方
舟
を
促
す
場
合
も
あ
る
。
つ
ま
り
、

一
般
的

な
家
族
生
活
か
ら
さ
え
離
脱
し
よ
う
と
す
る
。
議
教
的
に
団
結
し
た
家
謀
、
宗
教
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

i
に
全
部
設
り
込
ま
れ
た
家
族
以

外
は
正
し
い
家
族
と
認
め
な
い
、
と
い
う
一
方
向
で
あ
る
。
あ
る
意
味
で
「
出
家
い
を
加
流
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
特
異
な
「
出
家
い
の

形
態
を
持
っ
て
い
る
団
体
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

以
上
、
お
h

お
ま
か
に
エ
ホ
バ
の
藍
人
の
人
々
の
宗
教
生
活
の
特
畿
を
描
い
て
き
た
が
、
こ
れ
は
新
新
宗
教
の
や
の
い
く
つ
か
の
教
団

が
分
け
持
つ
特
徴
で
あ
る
。
拙
著
『
新
新
指
教
と
宗
教
プ
i
ム
い
で
は
、
新
新
宗
教
の
中
で
「
欝
離
型
」
と
呼
べ
る
教
団
が
目
だ
っ
て
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い
る
と
論
じ
た
。

つ
ま
り
、

一
般
社
会
か
ら
隔
離
し
た
宗
教
集
団
を
つ
く
る
も
の
で
あ
る
。
新
新
宗
教
以
前
の
宗
教
集
毘
土
問
い
新

も
一
般
社
会
と
鼠
関
さ
れ
た
宗
教
集
団
を
つ
く
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
一
般
社
会
と
の
新
し
い
つ
な
が
り
を
求
め
よ
う
と
す
る
姿
勢

と
不
可
分
で
あ
る
。

一
般
社
会
に
よ
き
社
会
生
活
を
も
た
ら
す
た
め
に
宗
教
集
団
が
あ
る
と
い
う
形
で
世
俗
内
の
宗
教
集
躍
が
位
置
づ

け
ら
れ
る
。
ぞ
れ
に
対
し
て
、
新
新
宗
教
の
中
に
は
一
般
社
会
の
社
会
生
活
と
の
ノ
ー
マ
ル
な
つ
な
が
り
・
を
長
期
に
わ
た
っ
て
絶
と
う

と
す
る
性
籍
が
強
い
も
の
が
あ
る
。

具
体
鈴
に
は
空
間
的
に
離
れ
た
と
こ
ろ
で
宗
教
集
団
を
つ
く
る
も
の
が
増
え
て
き
て
い
る
。
新
新
宗
教
の
す
べ
て
が
そ
う
な
の
で
は

な
く
、
逆
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
つ
く
る
こ
と
を
そ
も
そ
も
断
念
し
て
い
る
よ
う
な
団
体
も
あ
る
。
こ
れ
は
偶
人
参
加
援
と
呼
べ
る
よ
う

な
富
体
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
一
つ
の
ま
と
ま
り
を
も
ち
な
が
ら
世
俗
社
会
と
同
一
平
一
間
に
あ
っ
て
、
頻
繁
な
築
触
令
持
つ
よ
う

な
集
盟
で
は
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
う
い
う
教
団
が
増
え
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
に
新
新
宗
教
の
特
徴
が
あ
る
と
い
え
る
。
絞
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教

会
に
も
顛
離
翠
の
性
格
が
あ
る
し
、
オ
ウ
ム
真
理
教
・
山
岸
会
・
砂
土
真
宗
親
鴛
会
な
ど
に
そ
う
し
た
性
絡
が
甑
務
で
あ
る
。
こ
う
い

う
集
盟
で
は
若
者
の
失
擦
が
問
題
に
な
っ
た
り
、
閉
鎖
的
・
な
共
同
生
活
が
問
題
に
な
っ
た
り
、
献
金
や
布
施
の
あ
り
方
が
関
趨
に
な
っ

た
り
す
る
。

共
同
生
活
を
一
生
抽
就
け
る
こ
と
を
課
し
て
い
る
間
体
も
あ
る
し
、

定
の
期
間
開
附
蹴
附
さ
れ
た
共
問
ル
包
括
を
し
た
後
で
何
ら
か
め
形
で

一
一
般
社
会
へ
一
反
る
道
を
準
備
し
て
い
る
鵠
体
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
議
会
に
隅
離
怒
れ
た
集
聞
を
つ
く
れ
ば
経
済
活
動
も
で
き
な
く
な
る

し
、
新
し
い
リ
ク
ル
ー
ト
も
で
き
な
く
な
る
の
で
、
何
ら
か
の
形
で

般
社
会
と
の
瀧
路
は
持
っ
て
い
る
。
た
だ
そ
の
通
路
が
ひ
じ
よ

う
に
眼
内
定
さ
れ
た
も
の
に
な
る
わ
け
ぞ
あ
る
。

そ
し
て
、
し
ば
し
ば
器
提
だ
け
で
つ
く
る
経
済
組
織
受
持
つ
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
、
宗
教
間
体
が
経
営
し
て
い
る
会
社
な
ど
が
た

く
さ
ん
で
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て

般
社
会
と
の
滋
路
を
傑
つ
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
る
。
そ
う
い
う
間
体
で
は
外
部
社
会
の
情
報
と
の



遮
断
が
行
わ
れ
て
い
て
、
特
殊
な
思
想
と
あ
る
限
定
さ
れ
た
情
報
の
や
に
信
徒
は
い
わ
ば
ど
っ
ぷ
り
つ
か
っ
て
生
活
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
ゅ
で
は
厳
格
な
舞
律
と
激
し
い
労
働
・
修
行
・
禁
欲
生
活
が
行
わ
れ
、
し
ば
し
ば
強
到
な
襟
導
者
崇
拝
が
伴
っ
て
い
る
。
そ
こ
か

ら
強
い
団
結
と
連
帯
感
が
生
と
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

エ
ホ
バ
の
証
人
も
そ
れ
と
湾
様
の
性
格
を
分
け
持
っ
て
お
り
〈
指
導
者
崇
拝
は
乏
し
い
が
組
織
的
命
令
秩
序
が
強
固
に
存
在
し
て
い

る
て
隔
離
性
、
あ
る
い
は
内
間
性
と
い
う
こ
と
が
そ
の
特
徴
に
あ
げ
ら
れ
る
。
た
だ
、

エ
ホ
バ
の
証
人
の
場
合
、
空
間
的
に
隔
縦
訓
。

れ
た
共
同
生
活
を
行
う
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
通
常
の
生
活
空
間
の
中
に
あ
り
な
が
ら
、
実
費
柏
町
に
さ
ま
ざ
ま
な
遮
断
の
手
続
き
が
と

ら
れ
、
開
縦
約
な
詩
常
生
活
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
「
内
開
校
い
と
い
う
の
は
、
滋
・
に
外
部
と
遮
断
さ
れ
て
い
る
、
断
絶
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
外
部
に
対
し
て
攻

撃
的
な
関
わ
り
を
持
続
す
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
、
内
部
で
の
組
織
的
な

致
団
出
結
が
た
い
へ
ん
強
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
多
く
の
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人
が
自
発
的
に
統
制
に
し
た
が
っ
て
級
議
的
に
行
動
す
る
仕
組
み
が
あ
る
。
し
ば
し
ば
業
務
遂
持
的
組
織
と
隔
離
集
罷
が
結
び
つ
い
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
き
わ
め
て
数
多
く
の
人
の
関
に
行
動
・
感
情
・
意
見
の
一
致
が
実
現
し
、
異
質
性
が
乏
し
い
集
団
が
形
成
さ
れ

安宗教集団の内際化と近代自由主義{島議}

る
の
地
域
ご
と
の
自
由
な
行
動
は
乏
し
い
。
信
徒
は
巨
大
な
組
織
の
一
部
と
し
て
、
い
わ
ば
家
隊
的
な
相
続
議
行
動
に
参
加
す
る
よ
う
な

指
仰
投
誌
に
従
っ
て
い
る
。
組
織
全
体
が
い
わ
ば
議
教
マ
シ
ン
、
布
教
マ
シ
ン
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
「
内
間
性
」

の
一
つ
の
合
意
で
あ
る
。
こ
れ
は
エ
ホ
バ
の
証
人
に
典
灘
鈴
に
み
ら
れ
る
が
、
他
の
新
新
宗
教
に
昆
ら
れ
る
し
、
さ
ら
に
い
く
ら
か
竿

い
時
期
の
新
宗
教
、
た
と
え
ば
鰯
稲
学
会
そ
の
他
の
宗
教
関
体
に
も
い
く
ら
か
分
け
持
た
れ
て
い
る
特
識
で
あ
る
。

こ
う
し
た
内
問
的
教
聞
の
特
撮
と
し
て
、
組
織
の
命
令
系
統
が
擁
立
し
て
い
て
一
元
的
な
指
櫛
系
統
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と

も
あ
げ
ら
れ
る
。
し
か
も
そ
れ
に
つ
い
て
何
ら
か
の
教
義
的
な
裏
づ
け
が
あ
り
、
上
か
ら
の
命
令
に
袈
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に

義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
仕
組
み
、
そ
う
い
っ
た
特
徴
を
宗
教
の
渡
史
を
貫
い
て
過
去
に
も
存
在
し
た
揖
離
性
と
ほ
別
し
て
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「
内
関
性
」
と
呼
ん
だ
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
い
う
内
陸
北
に
よ
っ
て
、
葛
藤
が
極
小
化
さ
れ
、
共
苅
目
標
に
よ
る
一
致
を
感
じ
や
す
い
、

そ
の
た
め
に
効
率
的
な
共
関
行
動
が
な
し
と
げ
ら
れ
、
忠
誠
や
悲
壮
が
得
ら
れ
や
す
い
、
メ
ン
バ
ー
は
そ
の
組
織
に
議
し
て
い
る
こ
と

に
よ
る
前
進
感
、
成
功
感
を
惑
と
る
こ
と
が
で
き
る
、
な
ど
の
効
果
が
生
じ
る
。

他
方
、
外
部
の
リ
ア
リ
テ
ィ
か
ら
遮
断
さ
れ
、
信
徒
倍
々
人
の
偶
人
と
し
て
の
畠
立
が
思
惑
さ
れ
る
、
批
判
の
島
曲
、
自
腐
な
提
案
、

自
由
な
討
議
と
い
う
も
の
は
教
問
内
部
で
は
行
わ
れ
な
い
、
自
由
に
考
え
行
動
す
る
と
い
う
領
域
が
ま
す
ま
す
宗
教
生
議
の
中
で
狭
め

ら
れ
て
い
く
、
と
い
う
総
額
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
そ
う
い
う
教
認
に
属
し
た
人
は
次
第
に
組
織
へ
の
依
存
を
強
い
ら
れ
て
い
く
こ
と

に
な
り
、
集
密
か
ら
離
れ
た
独
立
行
動
が
苦
手
に
な
っ
て
い
く
。
事
案
、
多
く
の
も
の
を
集
団
に
註
ぎ
込
ん
で
し
ま
い
、

一
般
社
会
で

議
立
し
て
生
き
て
い
く
た
め
の
資
源
や
知
識
を
失
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
そ
こ
か
ら
ま
た
脱
選
者
の
悲
劇
と
い
う
こ
と

が
生
一
己
て
く
る
。
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さ
ら
に
、
こ
う
い
う
内
問
的
な
教
聞
に
伴
、
つ
特
異
な
現
象
と
し
て
、

般
社
会
の
人
々
に
対
す
る
敷
地
思
と
無
関
心
と
い
う
特
徴
が
あ

げ
ら
れ
る
。
宗
教
集
詩
で
は
一
般
社
会
の
関
心
を
輯
議
し
た
と
こ
ろ
へ
関
心
が
向
か
っ
て
い
く
の
は
、
あ
る
意
味
で
当
然
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
そ
れ
が
徹
寵
し
て
い
く
と
、

般
社
会
の
人
々
と
の
連
帯
の
一
窓
患
を
ま
す
ま
す
薄
め
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
と
り
わ
け
敵
と
懇

-
恕
さ
れ
る
人
々
に
対
す
る
激
し
い
攻
撃
が
目
立
つ
例
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
外
部
か
ら
は
教
鴎
科
己
主
義
と
い
う
ふ
う
に
感
じ
ら
れ
、

一
般
社
会
と
は
関
じ
基
盤
を
持
た
な
い
人
た
ち
の
集
ま
り
と
見
ら
れ
が
ち
に
な
る
。

中
立
十
舗
の
科
学
と
世
俗
的
長
自
主
義
批
判

(
4〉

次
に
幸
福
の
科
学
を
碗
に
と
り
、
世
俗
的
な
藷
自
主
義
へ
の
批
判
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
幸
識
の
科
学
は
一
九
八



般
社
会
と
の
葛
藤
の
少
な
い
教
毘
と
見
な
さ
れ
て
い
た
。
教
義
の
響
額
の
一
つ
と
し
て
、
心
な
お
し
ゃ

当
初
は

道
徳
的
成
殺
を
強
調
し
、
現
世
利
識
や
癒
し
に
あ
ま
り
関
心
令
向
け
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
あ
り
、
霊
感
商
法
(
歎
蹄
献
金
)
や
強
制

勧
誘
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
ま
っ
た
く
鑑
舗
に
な
ら
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
八
九
年
か
ら
九

と
り
わ
け
湾
岸
批
機
の
時
期
に
懇
成
長
を
と
げ
、
こ
の
持
期
か
ら
社
会
的
な
主
張
を
表
に
立
て
、

変
革
的
、
攻
撃
的
な
側
面
が
表
開
化
す
る
よ
う
に
な
っ

教
強
が
饗
し
た
審
物
を
版
発
す
る
と
い
う
こ
と
が
布
教
の
手
だ
て
で

あ
り
、
そ
の
宣
伝
を
華
や
か
に
行
う
、
新
開
に
全
部
広
告
を
出
し
た
り
、

ー
を
走
ら
せ
た
り
、
ア
ド
バ
ル
ー
ン
を
上
げ
る
、
と

い
っ
た
こ
と
で
住
目
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
た
い
へ
ん
目
立
つ
集
会
を
符
う
。
東
京
大
学
の
安
際
講
堂
の
前
で
集
会
を
行
っ
た
り
、
東
京

ド
ー
ム
で
集
会
を
行
っ
た
り
す
る
。
そ
の
服
部
広
告
会
社
と
タ
イ
ア
ッ
プ
し
て
ま
こ
と
に
き
ら
び
や
か
な
集
会
の
演
出
を
行
う
。
レ
ー
ザ
ー

光
線
シ
ョ
ー
な
ど
を
行
う
。
マ
ス
コ
ミ
関
係
者
を
多
数
接
待
す
る
。
そ
し
て
舘
徒
数
の
機
大
を
誇
訴
す
る
。
集
会
で
は
教
祖
が
、
今
後

71 

の
社
会
を
新
た
に
導
く
費
経
を
持
っ
た
指
導
者
な
の
だ
と
名
乗
り
を
あ
げ
、

い
わ
ば
挑
発
的
な
姿
勢
会
訴
し
た
わ
け
明
、
あ
る
。

要害救集伺の内問11::と近代自由主義(島薗)

そ
う
い
う
経
過
が
あ
り
、
多
く
の
批
判
文
書
が
お
さ
れ
る
よ
、
つ
に
な
っ
た
。
週
刊
誌
に
よ
る
批
判
記
事
、
攻
験
記
事
に
始
ま
り
、
綴

織
的
な
教
義
批
判
を
行
う
書
物
ま
で
登
場
す
る
。
そ
う
し
た
「
戦
い
」
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
し
て
、
九
一
年
九
月
、
い
わ
ゆ
る
「
ブ

ラ
イ
デ
i
事
件
」
が
起
こ
さ
れ
た
。
選
刊
蕃
「
フ
ラ
イ
デ

1
』
や
他
の
議
議
社
発
行
の
雑
誌
で
多
く
の
攻
態
記
事
が
掲
載
さ
れ
、
中
事
制
加

の
科
学
は
講
談
社
に
対
し
て
、
た
い
へ
ん

g
立
つ
誌
議
仔
動
を
行
っ
た
。
会
社
に
対
し
て
信
桂
か
ら
大
量
の
フ
ァ
ッ
ク
ス
が
送
ら
れ
る
、

ま
た
集
会
や
デ
モ
告
進
が
な
さ
れ
、
多
く
の
訴
訟
が
起
こ
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
さ
ら
に
ま
た
世
論
か
ら
め
激
し
い
批
判
を
描
く
こ

と
と
な
っ
た
。

そ
れ
N
M
後
は
、
こ
の
よ
う
に

8
立
つ
紛
争
は
起
こ
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
幸
福
の
科
学
は
そ
の
後
も
東
京
ド
i
ム
で
の
集
会
を
競

け
、
大
新
轄
に
大
き
な
審
物
の
ま
告
を
お
し
続
け
て
い
る
。
ま
た
、
脳
死
反
対
、
ヘ
ア
ヌ
ー
ド
写
真
反
対
、
あ
る
い
は
他
教
毘
へ
の
正
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酉
か
ら
の
批
判
な
ど
、
教
団
の
社
会
的
主
張
公
的
主
張
-
b
E

広
く
世
間
に
訴
え
続
け
て
い
る
。

〈

5
)

こ
の
幸
捕
の
科
学
の
特
徴
と
し
て
「
世
俗
的
翻
自
主
義
批
判
」
と
よ
ん
で
よ
い
姿
勢
が
あ
る
。
ぞ
れ
は
特
に
マ
ス
コ
ミ
批
判
に
典
型

的
に
表
れ
て
い
る
。

、
「
フ
ラ
イ
デ
l
事
件
い
が
起
こ
っ
た
た
め
に
世
間
が
詮
話
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
す
で
に
そ
の
前
か
ら

マ
ス
コ
ミ
批
判
の
主
張
を
幸
濯
の
科
学
は
行
っ
て
い
た
。
ぞ
れ
は
、
こ
の
教
自
の
現
代
社
会
の
あ
り
方
に
対
す
る
批
判
の
重
要
な
論
点

の
一
つ
で
あ
っ
た
。
い
わ
ば
幸
福
の
科
学
的
な
「
世
癒
し
」
の
思
想
が
あ
り
、
ぞ
れ
が
マ
ス
コ
ミ
批
判
と
い
う
と
こ
ろ
に
と
く
に
顕
著

に
灘
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
ア
ラ
ー
の
大
欝
告
い
と
い
う
本
は
、

一
九
九
一
年
の

丹
、
フ
ラ
イ
デ
i
事
件
よ
り
も
半
年
以
上
も
前
に
出
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
こ
の
本
は
高
橋
信
次
の
議
設
を
伝
え
た
も
の
で
あ
っ
て
、
幸
福
の
科
学
の
主
議
そ
の
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
が
、
当
時
は
強
い
影
響
力
を
も
っ
た
書
物
で
あ
る
。
そ
の
中
で
相
当
長
文
に
わ
た
り
マ
ス
コ
ミ
批
判
が
宥
わ
れ
て
い
る
。
九
三
年
の
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吋
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
思
芝
を
も
参
照
し
つ
つ
、
そ
の
内
容
を
要
約
す
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

i
マ
ス
コ
ミ
は
い
ま
や
専
制
緩

カ
の
ご
と
き
も
の
と
な
り
、

一
方
的
な
考
え
を
人
々
に
棚
押
し
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
表
現
の
自
由
と
い
う
が
、
自
ら
の
一
一
活
動
に
資
任

を
取
ろ
う
と
い
う
姿
勢
が
マ
ス
コ
ミ
に
は
欠
け
て
い
る
。
マ
ス
コ
ミ
は
あ
る
穏
の
正
義
惑
に
基
づ
い
て
持
動
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ

れ
は
確
か
な
器
値
基
準
に
裁
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
偶
像
崇
拝
や
盲
源
的
一
信
仰
の
よ
う
な
も
の
だ
。
と
り
わ
け
、
尊
敬
さ
れ
て
い
る
揺

導
者
や
影
響
力
の
あ
る
人
た
ち
を
批
判
し
、
引
き
ず
り
お
ろ
す
こ
と
に
力
を
詮
い
で
い
る
。
特
定
の
対
象
に
批
判
を
集
中
さ
せ
る
や
り

方
は
麓
女
狩
り
に
似
て
い
る
。
そ
も
そ
も
マ
ス
コ
ミ
自
体
が
多
く
の
人
々
に
影
響
を
法
廷
そ
う
と
し
て
お
り
、

一
つ
の
新
宗
教
ど
も
い

え
る
。
た
だ
、
マ
ス
コ
ミ
に
は
偉
大
な
も
の
、
尊
敬
す
べ
き
も
の
を
尊
ば
ず
、
大
衆
の
嫉
拓
心
に
お
も
ね
る
性
格
が
あ
る
。
マ
ス
・
デ

モ
ク
ラ
シ

i
を
志
向
し
、
数
中
心
の
考
え
方
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
愛
や
一
反
省
を
重
ん
じ
る
信
仰
心
と
真
っ
出
向
か
ら
対
立
す
る
の
で
あ

る。



こ
う
い
う
こ
と
が
す
で
に
っ
こ
フ
i
の
大
警
告
」
で
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
フ
ラ
イ
デ
i
事
件
と
い
う
の
は
単
に
大
問
隆

法
と
い
う
指
導
者
を
鵠
人
的
に
誹
諒
さ
れ
た
、
中
寵
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
反
忠
で
は
な
く
て
、
そ
の
背
後
に
マ
ス
コ
ミ
批
判

を
通
し
て
の
量
産
し
と
い
う
動
機
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。

さ
し
あ
た
り
の
・
き
っ
か
け
は
『
フ
ラ
イ
デ
i
』
八
月
二
十
三
日
・
一
二
十
日
合
併
号
に
、
関
連
っ
た
記
事
が
載
せ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
葛
原
相
談
室
と
い
う
も
の
を
韓
間
援
で
鍔
い
て
い
た
石
原
常
治
氏
が
、
公
子
刻

郎
い
と
名
乗
る
人
物
が
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
で
相

誠
に
来
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
離
合
し
た
。
ぞ
れ
を
「
中
川
隣
い
〈
大
川
際
法
廷
の
本
名
〉
が
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
で
あ
っ
た
と
い
う
記
事
に

へ
の
抗
議
に
端
を
発
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
吋
講
説
社
フ
ラ
イ
デ
i
全
国
被
害
者
の
会
」
(
会
員
三
千
名
)
を
結

成
し
て
訴
訟
を
起
こ
し
た
。
講
談
社
社
長
の
野
鱒
佐
和
子
託
、
『
フ
ラ
イ
デ
l
」
編
集
長
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
字
削
川
和
漢
氏
、
宗
教

学
者
の
島
田
裕
己
氏
ら
を
棺
手
ど
っ
て
、
原
告
毘
一
人
あ
た
り
百
万
円
、
合
計
三
十
億
円
近
い
損
害
賠
償
の
追
及
訴
訟
を
経
こ
し
た
。
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こ
れ
に
つ
い
て
景
山
員
夫
・
小
川
知
子
編
の
「
宗
教
の
反
撃
」
と
い
う
本
を
見
る
と
、
幸
識
の
科
学
の
教
関
憾
の
論
理
が
展
開
さ
れ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
孟
精
神
的
公
害
訴
訟
」
と
い
う
栓
鐘
づ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
議
教
的
人
絡
機
に
対
す
る
捜
容
で
あ
る
と
い
う
。

空襲教集浅のF待問fとと近代資E詰議集{鳥言語}

辺
邪
教
的
人
格
機
」
は

九
七
九
年
に
山
口
地
裁
で
、
八
八
年
に
最
高
裁
で
判
決
が
出
た
自
衛
富
合
概
訴
訟
を
ふ
ま
え
て
い
る
。
そ
こ

で
取
り
上
げ
ら
れ
た
宗
教
的
人
格
権
の
概
念
を
異
な
る
文
畿
に
適
用
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
静
謹
な
環
境
の
も
と
で
宗
教
生

活
を
送
る
べ
き
法
的
利
益
」
と
い
う
の
が
、
自
衛
官
合
寵
訴
訟
で
の
宗
教
的
人
格
権
の
定
義
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
「
宗
教
上
の

領
域
に
お
け
る
心
の
拙
棟
建
の
有
益
」
、
具
体
的
に
は
「
告
ら
帰
依
す
る
宗
教
団
体
お
よ
び
そ
の
棲
抑
の
対
象
た
る
ご
本
尊
を
、

い
き
す

ぎ
た
誹
詩
中
傷
の
言
語
で
藩
つ
け
ら
れ
て
心
の
静
揺
を
乱
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
利
益
」
で
あ
る
と
曾
い
換
え
て
い
る
。
こ
こ

の
自
由
の
限
界
が
関
わ
れ
て
い
る
と
、
正
面
か
ら
述
ぺ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
宗
教
の
権
料
・
議
出
仰
の
権
利
と
表
現
の
良
出
・
譲
論
の
自

ム
部
が
対
意
す
る
こ
と
が
あ
り
、
議
教
批
判
の
自
・
間
に
は
限
界
が
あ
る
の
だ
と
い
う
主
張
守
あ
る
。
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制
服
え
て
、
戦
後
の
宗
教
に
関
す
る
法
的
状
況
が
宗
教
を
不
当
に
低
い
地
殺
に
お
い
て
き
た
と
も
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
宗
教
の
復
権

の
た
め
の
諮
争
、
新
し
い
宗
教
の
時
代
を
切
り
認
く
た
め
の
鞠
争
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
日
本
だ
け
の
開
灘
な
の
で
は
な
く
、
世
界
的

に
も
そ
う
い
う
問
題
が
起
こ
っ
て
い
る
、
世
界
各
地
で
「
神
冒
涜
罪
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
で
は
な
い
か
と
主
張
し
、
イ
ス
ラ
ム
圏
、

た
と
え
ば
サ
ル
マ
ン
・
ラ
シ
ユ
デ
イ
の
吋
慈
濃
の
詩
」
の
事
件
も
引
用
し
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
菌
、
例
え
ば
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
も
、

あ
る
斜
で
は
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
や
ド
イ
ツ
に
も
そ
う
い
う
幾
地
が
あ
る
と
い
う
。
け
っ
し
て
自
分
た
ち
の
主
張
が
孤

立
し
た
、
特
殊
な
も
の
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
述
べ
て
い
る
。

先
に
マ
ス
コ
ミ
批
判
の
背
後
に
世
直
し
の
動
機
が
あ
る
と
述
べ
た
が
、
続
い
て
そ
の
世
蕊
し
の
構
想
に
つ
い
て
紹
介
し
よ
う
。
こ
れ

は
吋
ユ
ー
ト
ピ
ア
価
値
革
命
い
な
ど
の
本
に
鐘
々
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
こ
の
幸
福
の
科
学
の
運
動
は
、
単
に
傍
人
が
救

わ
れ
れ
ば
い
い
と
い
う
灘
動
で
は
な
い
、
社
会
に
積
極
的
に
働
き
か
け
て
い
く
運
動
な
の
だ
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
新
し
い
倍
盤
を
社
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会
に
主
議
し
て
い
く
、
そ
う
い
う
要
素
が
こ
の
運
動
の
特
徴
で
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
新
し
い
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
作
る
運
動
で
あ
る
と
し
、

そ
れ
に
つ
い
て
す
で
に
い
く
つ
か
の
構
想
を
示
し
て
も
い
る
。
新
し
い
文
明
を
鐙
っ
て
い
く
榔
炭
鉱
比
が
現
代
人
に
は
あ
る
と
い
う
主
躍
で

あ
る
。戦

後
の
政
教
分
離
体
制
に
対
す
る
批
判
も
明
確
に
打
ち
治
さ
れ
て
い
る
。
波
数
分
離
体
制
は
戦
勝
感
慨
が
日
本
を
弱
体
化
す
る
と
い

う
窓
践
を
背
後
に
識
し
も
っ
た
も
の
で
あ
る
。

U
M
本
の
脅
威
の
原
崩
闘
は
日
本
の
精
神
性
に
あ
っ
た
、

E
本
の
精
神
殺
を
弱
め
れ
ば
宮
本

は
弱
体
化
す
る
と
い
う
動
機
で
こ
の
政
教
分
離
体
制
約
が
打
ち
立
て
ら
れ
た
、
と
い
う
。
聞
民
の
側
は
、
戦
争
は
嫌
だ
と
い
う
ア
レ
ル
本
l

や
軍
国
主
義
に
対
す
る
反
発
か
ら
、
易
々
と
し
て
戦
勝
盟
に
従
っ
て
し
ま
っ
た
。
壇
家
の
宗
教
に
対
す
る
支
持
の
排
除
と
い
う
こ
と
は
、

そ
れ
だ
け
で
間
違
っ
た
も
の
と
は
い
え
一
な
い
が
、
ぞ
れ
が
宗
教
そ
の
も
の
の
苔
定
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ

て
戦
勝
問
題
の
殺
闘
が
生
き
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
今
は
信
教
の
自
由
と
い
う
こ
と
を
宗
教
を
自
由
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
と
し
て



受
け
止
め
る
べ
き
時
代
に
来
て
い
る
の
だ
と
い
う
主
様
で
あ
る
。

さ
ら
に
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
か
ら
理
想
的
な
社
会
制
度
を
目
指
す
改
革
案
を
示
し
て
い
る
。
政
治
に
つ
い
て
は
、
現
状
は
衆
蛾
政
治
に

聾
し
て
い
る
と
し
て
批
判
し
、
徳
治
主
義
の
要
素
を
取
り
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
。
経
済
に
つ
い
て
は
、
価
格
・
利
息
・

議
金
な
ど
を
形
式
的
な
平
等
に
基
づ
く
あ
り
方
か
ら
変
え
て
い
く
べ
き
だ
と
い
う
。
宗
教
的
な
鑑
盤
、
選
傭
徳
的
な
価
値
を
反
映
し
た
錨

務
部
変
・
税
金
・
利
息
を
考
え
な
け
れ
認
い
け
な
い
。
た
と
え
ば
、
精
神
的
な
価
値
の
高
い
商
品
は
付
恕
鑑
値
が
あ
る
わ
け
だ
か
ら
、

犠
設
が
議
く
な
る
べ
急
で
あ
る
、
と
い
う
〈
こ
の
あ
た
り
は
、
安
く
し
た
方
が
よ
い
と
い
う
議
論
も
で
き
そ
う
に
思
え
る
が
、
詳
し
い

議
論
は
な
い
〉
。
ま
た
、
家
族
に
つ
い
て
は
女
性
が
高
い
社
会
的
地
殺
に
つ
く
こ
と
を
推
議
す
る
こ
と
に
は
反
対
で
あ
る
。
女
性
の
魂

は
補
助
者
と
し
て
作
ら
れ
て
い
る
。
女
性
は
家
庭
的
で
あ
る
べ
き
だ
、
と
い
う
。
教
育
に
つ
い
て
は
、
今
の
学
校
制
度
の
中
マ
は
人
間

に
と
っ
て
一
番
大
切
な
も
の
が
教
え
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
宗
教
的
価
値
で
あ
る
。
「
愛
な
き
人
生
は
不
毛
で
あ
る
」
「
人
聞
は
永
遠
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の
生
命
を
生
き
て
い
る
」
「
他
の
人
々
に
奉
仕
す
る
よ
う
な
生
護
を
送
る
べ
き
だ
」

l
l
こ
う
い
っ
た
様
本
的
な
真
理
を
教
え
な
け
れ

安義教委長聞の内期化と近代自由主義{重量議}

ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
は
生
命
倫
理
に
つ
い
て
も
、
苑
に
際
し
て
霊
魂
に
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
る
よ
う
な
、
脳
死
段
階
で
の
臓
器
移
植
に

は
反
対
で
あ
る
と
い
う
主
張
安
打
ち
出
し
て
い
る
。

以
上
、
準
揺
の
科
学
の
マ
ス
コ
ミ
批
判
と
世
直
し
の
思
想
に
つ
い
て
あ
ら
ま
し
述
ぺ
て
き
た
が
、
そ
こ
で
の
世
俗
的
自
由
主
義
批
判

の
動
機
は
次
の
一
一
点
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
ま
ず
、
現
持
刊
の
栓
会
は
宗
教
的
・
道
徳
的
価
舗
を
軽
援
し
て
い
る
、
ぞ
れ
が
ア
ナ
ー
キ
ー
に

通
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
批
判
。
も
う
一
つ
は
嫉
妬
に
も
と
づ
く
も
の
と
し
て
の
平
等
主
義
に
対
す
る
批
判
、
現
代
社
会
は

精
神
的
宗
教
的
価
値
に
基
づ
く
差
巽
化
の
必
然
性
を
見
失
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。
要
す
る
に
過
剰
な
自
由

に
よ
る
撹
乱
に
対
し
て
権
威
の
再
確
立
と
い
う
こ
と
を
訴
え
て
い
る
。
と
り
わ
け
宗
教
的
鍾
値
の
喪
失
を
も
た
ら
す
よ
う
な
、
無
軌
道

な
闘
出
へ
の
批
判
明
と
い
う
と
こ
ろ
に
力
点
が
震
か
れ
て
い
る
。
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か
つ
て
の
新
宗
教
も
近
代
社
会
批
判
、
峨
物
思
想
批
判
を
口
に
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
関
じ
よ
う
に
唯
物
思
物
心
批
判
、

「
自
由
L

に
対
す
る
批
判
と
い
っ
て
も
そ
の
意
味
が
相
当
に
異
な
っ
て
き
て
い
る
。
た
と
え
ば
大
本
教
な
ど
が
世
俗
的
自
由
や
唯
物
思

懇
の
批
判
を
す
る
場
合
に
は
、
階
級
殺
別
に
対
す
る
批
判
、
搾
取
に
対
す
る
批
判
、
設
窟
の
援
に
対
す
る
批
判
、
剰
接
追
求
の
自
由
に

対
す
る
批
判
と
い
う
よ
う
な
側
面
が
強
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
現
代
の
新
新
議
教
が
俊
俗
的
臨
砲
や
喰
物
思
想
の
批
判
を
す
る
場

合
に
は
、
欲
望
漉
求
の
自
由
の
批
判
、
あ
る
い
は
個
人
の
権
創
刊
と
か
爽
紫
的
平
等
に
議
じ
る
よ
う
な
側
聞
で
の
自
己
主
般
的
な
自
由
へ

の
批
判
へ
と
力
点
が
移
っ
て
い
る
。
か
つ
て
は
社
会
的
合
ま
と
か
欝
や
カ
の
分
慰
安
関
組
に
し
、
被
抑
…
他
者
の
立
場
か
ら
の
抗
議
と
い

つ
側
面
が
強
か
っ
た
の

対
し
て

棄
の
新
新
方言

教
は
議
剰
な
平
等
主
義
や
過
剰
な
個
人
主
義
母
批
判
す
る
と

つ
方
向

向
急
を

変
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
。

四

現
代
宗
教
と
自
由
批
判
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エ
ホ
バ
の
証
人
を
倒
と
し
て
宗
教
集
冨
の
内
額
免
に
つ
い
て
述
べ
、
幸
福
の
科
学
を
倒
に
と
し
て
世
俗
的
自
由
主
義
批
判
に
つ
い
て

述
べ
て
き
た
。

エ
ホ
バ
の
証
人
の
場
合
は
再
開
湖
北
の
瀦
冨
に
も
っ
ぱ
ら
傾
斜
し
て
お
り
、
幸
福
の
科
学
の
場
合
は
世
俗
的
自
由
主
義
批

判
に
傾
斜
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
動
き
は
さ
し
あ
た
り
別
偲
の
も
の
で
あ
る
が
、
ま
っ
た
く
無
関
係
の
も
の
な

の
で
は
な
く
、
現
代
社
会
の
す
う
勢
へ
の
抵
抗
と
い
う
動
機
に
お
い
て
、
相
互
に
関
連
し
あ
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
統
一
教
会
な
ど

の
場
合
は
明
ら
か
に
両
方
の
要
棄
を
持
っ
て
い
る
。
オ
ウ
ム
真
理
教
の
場
合
も
極
度
の
内
閉
化
と
出
家
主
義
と
い
う
形
で
の
世
俗
的
自

府
主
義
批
判
が
共
事
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
ワ
i
ル
ド
メ
イ
ト
や
幸
福
の
科
学
の
場
合
、
内
閉
性
は
目
立
た
な
い
。
こ
の
よ
う
に
各
教

間
に
よ
っ
て
濃
い
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
両
方
の
傾
向
に
共
通
し
て
い
る
モ
チ
ー
フ
が
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。



そ
れ
は
、
現
代
社
会
の
自
由
の
あ
り
方
に
対
す
る
援
本
的
な
批
判
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ぞ
れ
も
欲
譲
追
求
の
良
樹
、
侵
入
の
権
利

の
主
張
と
通
じ
る
よ
う
な
自
由
の
過
剰
に
対
す
る
批
判
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
社
会
的
な
立
場
の
入
に
し
ろ
、

伯
郡
な
自
・
僚
を
も
て
あ
ま
し
規
律
会
失
っ
て
い
る
、
自
己
制
約
御
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
へ
の
務
れ
、
い
ら
だ
ち
、
制
怒
り
が
あ

る
と
窓
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
過
剰
な
自
由
が
生
の
秩
序
の
念
頭
約
崩
壊
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
愈
検
と
感
こ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
、
昆
較
的
新
し
い
こ
と
マ
あ
る
。

ぞ
れ
が
鶴
教
の
自
由
と
ど
う
関
わ
っ
て
く
る
か
と
い
う
と
、
宗
教
的
価
鎮
の
実
現
の
た
め
に
は
信
教
の
由
民
自
に
依
拠
す
る
が
、
そ
れ

が
人
犠

般
の
擁
護
に
、
必
じ
る
も
の
だ
と
い
う
意
識
は
乏
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
弾
圧
か
ら
解
放
さ
れ
た
戦
後
の
新
宗
教
が
も
っ

て
い
た
よ
う
な
自
由
と
人
権
の
擁
護
の
姿
勢
、
す
な
わ
ち
留
家
権
力
に
対
す
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
し
て
の
立
場
か
ら
語
教
の
告
白
を
主

接
す
る
と
い
う
姿
勢
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
信
教
の
富
岳
と
人
権
意
識
の
接
点
が
欠
け
て
い
る
。
む
し
ろ
、
人
権
一
般
と
宗
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教
抽
出
額
債
は
対
立
す
る
可
能
性
を
も
っ
と
い
う
思
想
が
目
立
つ
。

持そ教集聞の内開化と近代自由主義(島頭}

近
年
の
宗
教
に
隠
し
て
し
ば
し
ば
問
題
に
な
る
の
は
、
教
国
対
領
人
の
由
民
自
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
マ
イ
ン
ド
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と

し
て
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
の
一
面
も
こ
れ
に
関
わ
る
。
宗
教
教
患
の
自
由
が
傍
人
の
自
由
に
対
立
す
る
場
合
が
増
え
て
お
り
、
慈
懇
的

に
も
そ
れ
を
正
当
生
す
る
態
度
が
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
教
聞
の
慨
に
傍
人
の
務
自
に
は
課
界
が
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
主
張
が
あ
り
、
ぞ

れ
が
勧
誘
-
獄
金
の
仕
方
や
信
仰
活
動
の
あ
何
方
、
あ
る
い
は
マ
ス
子
、
?
と
の
対
し
方
に
筑
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
当
熱

鍛

社
会
の
側
で
は
そ
れ
を
敏
惑
に
察
知
し
、
教
問
側
に
対
し
て

般
社
会
が
認
め
て
い
る
自
由
そ
も
っ
と
認
め
る
よ
う
に
と
い
う
繋
求
を

一
不
す
よ
う
に
な
る
。
そ
う
い
う
影
で
の
宗
教
批
判
、
教
問
京
教
批
判
が
口
対
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
ο

以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
瑛
殺
の
状
況
は
次
の
よ
う
に
要
約
さ
れ
よ
う
。
人
権
と
か
私
的
自
自
の
尊
重
と
い
っ
た
鑑
値
と
結
び
つ

い
た
近
代
的
自
砲
を
マ
ス
コ
ミ
が
主
張
す
る
と
、
ぞ
れ
に
対
し
て
宗
教
の
権
威
の
謹
護
、
宗
教
的
価
値
を
浸
食
す
る
よ
う
な
過
剰
な
自
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由
へ
の
批
判
と
い
う
こ
と
が
宗
教
の
側
か
ら
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
境
界
的
な
フ
ア
ン
ダ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
笠
場
と
い
う
こ
と

と
も
共
通
す
る
側
面
を
持
っ
て
い
る
。
世
俗
的
・
自
由
主
義
が
批
判
さ
れ
、
宗
教
的
自
由
意
義
が
後
退
し
て
、
民
自
由
主
義
的
な
宗
教
の

主
張
が
輿
捺
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
世
界
的
状
況
と
百
本
の
新
新
宗
教
を
め
ぐ
る
状
祝
が
翻
関
連
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

臨
海
主
義
陣
営
が
宗
教
と
連
帯
し
て
、
世
俗
主
義
的
思
懇
と
結
び
つ
い
た
社
会
主
義
と
対
抗
し
よ
う
と
し
て
い
た
冷
戦
時
代
と
は
か
な

り
異
な
る
思
想
状
況
が
背
後
に
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

も
っ
と
も
先
進
窪
む
フ
ア
ン
ダ
メ
ン
タ
リ
ス
ト
や
捺
救
援
興
勢
力
が
自
由
競
争
と
市
場
経
演
に
よ
る
秩
序
形
成
に
態
待
を
か
け
る
の

に
対
し
て
、
第
一
一
一
世
界
や
発
展
途
上
患
で
顕
著
な
成
長
を
と
げ
て
い
る
京
教
復
興
勢
力
の
場
合
に
は
、
資
本
主
義
的
な
社
会
制
度
、
と

り
わ
け
留
の
不
公
正
な
分
翠
へ
の
批
判
と
い
う
側
麗
か
ら
の
世
俗
主
義
批
判
が
あ
っ
て
、
や
や
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
異
に
す
る
。
近
代
的
な

由
自
の
う
ち
の
自
自
主
義
経
済
に
対
す
る
評
備
の
相
違
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
全
体
と
し
て
は
、
選
投
の
先
進
国
が
奉
じ
て
い
る
錨
値
原
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理
と
し
て
の
自
曲
〈
人
権
、
自
立
、
非
階
鴎
秩
序
化
)
に
対
す
る
民
対
と
い
う
点
で
の
共
遠
性
の
方
が
大
き
い
。
先
進
国
、
非
先
進
器
、

ど
ち
ら
の
宗
教
連
動
の
場
合
も
近
代
自
由
主
義
対
宗
教
と
い
う
対
立
が
基
調
と
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
節
で
述
べ
た
図
式
は
た
い
へ
ん
大
ざ
っ
ぱ
な
も
の
で
、
具
体
的
な
事
実
に
基
づ
く
裳
村
け
を
欠
い
て
い
る
。
現
代
世
界
の
宗
教

と
自
患
の
関
係
を
論
じ
る
に
は
、
蕗
到
な
讃
査
研
究
と
捜
論
的
検
討
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
不
備
に
つ
い
て

は
、
競
者
の
ど
寛
怒
を
求
め
た
い
。
し
か
し
、
と
も
か
く
現
弐
日
本
の
宗
教
集
団
問
題
を
理
解
す
る
に
は
、
そ
う
し
た
大
き
な
流
れ
を

背
景
に
お
い
て
考
察
す
る
こ
と
が
不
可
欠
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
ぞ
う
し
た
研
究
の
必
繋
牲
を
訴
え
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
と
す
れ
語
、

こ
の
論
考
の

g
的
の
大
方
は
植
木
た
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

(1)

井
上
頼
家
後
編
「
新
宗
教
辞
典
」
弘
文
致
、
一
九
九
O
年
、
空
中
の
、
「
潟
、
薮
家
数
と
社
会
い
土
、
法
と
新
宗
数
」
「
…
…
、
法
と
摩
擦
」
「
三
、
マ
ス
コ
ミ
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と
新
宗
教
」
の
項
が
参
考
に
な
る
。

〈

2
)

エ
ホ
バ
の
証
人
に
つ
い
て
は
、
主
に
以
下
の
文
献
を
参
考
に
し
た

J
3
8
尽き事
β

出
向
阿
国
員
同
院
長

nZ富山
W
E
E
L
S
?生
駒

学
彩
「
ア
メ
リ
カ
生
ま
れ
の
キ
リ
ス
ト
教
恥
阪
史
校
、
…
九
八
一
年
、
滋
辺
健
裁
選
代
日
本
の
新
宗
教
』
制
樹
元
社
、
一
九
八
八
年
、
大
泉
実
成
句
説
得

i
エ

ホ
バ
の
託
人
と
給
血
板
市
口
事
件
』
欄
例
代
官
官
品
件
、
…
九
八
八
年
。

(
3〉
鳥
脇
進
「
時
刷
新
祭
教
と
宗
教
ブ
ー
ム
』
袋
波
書
宿
、
}
九
九
二
年
。

{4)

幸
福
の
創
立
子
の
概
察
、
そ
の
社
会
綴
γ
ス
コ
ミ
線
、
ま
た
い
わ
ゆ
る
「
『
フ
ラ
イ
デ
i
』
事
件
」
に
つ
い
て
は
、
主
に
以
下
の
文
献
を
参
考
に
し
た
。
大
川
後

法
士
山

i
ト
ピ
ア
締
結
阻
革
命
』
ネ
獲
書
応
、
一
九
人
九
年
、
大
川
澄
法
鮫
修
「
持
運
用
畿
の
基
礎
知
緩
い
幸
福
の
終
学
出
版
、
一
九
九
O
年
、
大
川
隆
法
「
ア
ラ
ー

の
大
警
告
旧
公
十
冊
帽
の
科
学
出
版
、
一
九
九
一
年
、
由
時
悶
裕
巳
『
神
サ
?
の
つ
ご
う
i
i
終
末
の
フ
ィ
ー
ド
ワ
!
ク
』
法
競
輪
路
、
一
九
九
二
年
、
大
如
何
綾
法
吋
フ
ラ

ン
ク
リ
1
・
ス
ゼ

1
キ
ン
グ
』
挙
織
の
科
学
尚
縦
、
一
九
九
三
年
、
同
叫
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
窓
考
』
泰
織
の
科
学
出
陣
紙
、
}
九
九
一
一
一
年
、
関
門
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
時
代
』

祭
教
法
人
中
察
側
加
の
終
学
事
務
総
合
本
郎
、
…
九
九
一
一
一
年
、
景
山
民
緩
*
小
川
知
子
緩
『
宗
教
の
一
氏
慾
』
幸
福
の
科
学
出
師
雄
、
…
九
九
三
年
、
浴
沼
健
哉
怠
指
数
と

科
学
の
ネ
オ
パ
ラ
ダ
イ
ム
』
創
元
枚
、
…
九
九
近
年
。
一
九
人

0
年
代
後
半
以
際
の
毘
本
の
設
論
界
に
お
け
る
マ
ス
コ
ミ
批
斡
の
潮
神
臓
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、

簡
潔
遜
「
マ
ス
コ
ミ
亡
自
治
い
光
文
社
、
一
九
九
O
年
参
照
。
な
お
、
挙
権
の
科
学
の
一
九
九
四
年
以
前
の
教
畿
の
大
要
に
つ
い
て
は
、
音
器
自
戸
田
笈

g
E
o
s
-

4
2
筆
者
言
意
義

E
話
勧
ぎ
ま
惨
事
切
控
除
外
語
間
違
-
き
二
時
袋
詰
。
』
輸

H
g印
象
に
筆
者
な
号
の
理
解
に
よ
り
、
疲
繁
一
を
述
べ
て
い
る
。

〈

5
)

料
刷
新
宗
教
と
近
代
自
由
主
幾
の
照
雄
掠
に
つ
い
て
は
、
「
自
立
」
の
理
念
と
の
関
係
か
ら
、
島
薗
遂
綴
『
何
の
た
め
の
〈
宗
教
〉
か
?
』
審
問
弓
枚
、
一
九
九
閲
年
、

で
も
わ
ず
か
な
が
ら
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

(
品
目
記
)
本
線
は
一
九
九
州
同
年
六
月
二
笈
日
に
札
線
大
学
で
照
か
れ
た
、
第
一
一
人
問
宗
教
法
学
会
で
の
綴
倹
総
品
障
に
大
艇
に
泌
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
の
府
指
数
集
団

糊
同
開
離
の
隔
脱
陶
聞
は
、
本
稿
で
瞬
吊
り
上
げ
た
舗
前
角
か
ら
の
表
象
が
、
思
痢
簡
需
の
課
題
で
あ
る
こ
と
を
裏
づ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
綴
務
「
オ
ウ
ム
真
理
教
の
掛
執
務
い

岩
波
祭
出
始
、
一
九
九
笈
年
七
月
、
を
も
参
照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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