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序

日
本
で
は
、
新
宗
教
の
運
動
が
起

こ

っ
て

一
世
紀
あ
ま
り
に
な
る
が
、
以
来
、

そ
の
絶
え
間
の
な
い
出
現
の
お
か
げ

で
、
こ
の
運
動
は
研
究
の
対
象
と
し
て
手

付
か
ず
の
状
態
に
あ

っ
た
。
日
本

の
社
会
学
の
調
査
が
た
ど

っ
た
道
筋
の
こ
と

を
考
え
て
み
る
と
、
宗
教
社
会
学

の
切
り
開
い
た
部
分
は
、
そ
の
材
料
の
豊
富

さ
に
依

っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
、

と
指
摘
す
る
こ
と
さ
え
可
能
で
あ
る
。
五

(1
)

(2
)

○
年
に
わ
た
る
先
行
研
究
以
来
、

そ
の
材
料
、
日
本
人
研
究
者
の
み
な
ら
ず
、

そ
れ
よ
り
狭
い
範
囲
で
は
あ
る
が
、
西
洋
人
研
究
者
の
興
味
を
引
き
付
け
て
止

ま
な
か

っ
た
。

そ
ん
な
わ
け
で
、
数
多
く
の
社
会
学
者
た
ち
は
、
と
り
わ
け
世
俗
化
の
現
象

を
考
察
す
る
と
い
う
新
た
な
可
能
性
、
す
な
わ
ち
、
西
欧

の
宗
教
社
会
学
の
枠

組
み
の
外
部
を
見
い
だ
し
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
、

こ
の
研
究
者
た
ち
が
、
異

　ヨ
　

な

っ
た
歴
史
的
環
境

の
下

で
生
み
出

さ
れ
た
神
話
学
の
方
法
論
を
利
用
す
る
こ

と
の
難
し
さ
を
非
常
に
う
ま
く
乗

り
越
え
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
は
、
世

俗
化
に
つ
い
て
の
学
説
の
西
欧
中
心
主
義
の
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
日

　　
　

本
の
宗
教
界
の
特
殊
性
を
説
明
す
る
よ
う
な

一
般
的
解
釈
体
系
を
、
救
い
出
す

こ
と
に
は
ほ
と
ん
ど
な
ら
な
か

っ
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
の
研
究
報
告
は
、
素
朴
に
も
、
研
究
の
筋
目
を
い
く

つ
か
提
示
す
る
こ
と

を
目
標
と
し
て
い
る
。
お
か
げ
で
、
多
く
の
他
の
選
択
肢
の
な
か
か
ら
、
既
成

宗
教
が
採
用
し
た
信
仰
や
実
践
の
流
儀
の
そ
れ
ぞ
れ
を
、
我
々
は
少
し
で
も
理

解
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
同
時
に
、
そ
れ
は
、

一
般
的
な
宗
教
的
変
容

に
対
す
る
新
宗
教
の
関
わ
り
を
指
し
示
す
も
の
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
の
お
か
げ

で
、
我
々
は
、
世
俗
化
と
再
聖
化
と
の
間
の
対
立
、
も
し
く

は
、
よ
り

一
般
的
な
言
い
方
を
す
る
な
ら
、
伝
統
的
な
宗
教
と
新
宗
教
と
の
間

の
対
立
を
関
係
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
向
け
て
、
我
々
は

五

つ
の
概
念
を
め
ぐ
る
、
人
類
学
的
な
光

の
あ
て
方

に
う

っ
た
え
て
み
た
い
。

一
、
語
ら
れ
、
書
き
直
さ
れ
る
パ

ロ
ー
ル
。
二
、
聖
な
る
場
所
と
組
織
の
中
心
。

三
、
儀
礼
。
四
、
創
造
物
語
と
コ
ス
モ
ス
論
。
五
、
権
力
と
政
治
的
秩
序
。

語
ら
れ
、
書
き
写
さ
れ
る
パ

ロ
ー

ル

メ
シ
ア
信
仰
や
千
年
王
国
説

の
思
想
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
日
本
の
新

宗
教

の
運
動
は
、
た
と
え
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
や
オ
セ
ア
ニ
ア
、
中
国
で
生
ま
れ
た
宗

教

の
豊
か
さ
を
ほ
と
ん
ど
持
ち
あ
わ
さ
な
か

っ
た
と
し
て
も
、
有
り
余
る
ほ
ど

の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
の
生
産
を
し
た
の
で
あ

っ
た
。
カ
リ
ス
マ
的
で
、
か

つ
、
幻

視
の
力
を
持

つ
教
祖
た
ち
に
よ

っ
て
啓
示
さ
れ
た
パ
ロ
ー
ル
は
、
世
界
、
起
源

の
世
界
、
そ
し
て
ま
た
こ
れ
か
ら
作
ら
れ
る
べ
き
世
界
を
読
み
取
り
、
解
釈
し

て
い
た
。
今
日
、
宗
教
の
新
し
い
教
祖
た
ち
の
パ
ロ
ー
ル
と
は
ど
ん
な
も
の
な

　ら
　

の
か
?

そ
う
し
た
パ
ロ
ー
ル
は
よ
く
千
年
王
国
的
な
運
動

の
革
命
的
指
導
者

の
パ
ロ
ー
ル
に
結
び

つ
け
て
考
え
ら
れ
る
。
す
る
と
、
日
本
に
お
い
て
は
、
大

本
教
と
生
長
の
家
に
よ

っ
て
明
示
さ
れ
る
、
対
照
的
な
形
式
の
二
つ
の
場
合
が

見
い
だ
さ
れ
る
。
前
者
は

一
八
九
二
年
に
出
ロ
ナ
オ
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
の
だ

が
、

一
人
の
女
性
の
カ
リ
ス
マ
的
個
性
と
、

一
人
の
男
の
指
導
者
出
口
王
仁
三

郎
の
ま
わ
り
に
集
権
さ
れ
た
運
動
の
典
型
で
あ
る
。
王
仁
三
郎
は
、
開
祖
ナ
オ
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の
パ

ロ
ー
ル
を
書
き
取
り
、
書
き

写
す

こ
と
を
通
じ
て
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
代

わ
り
に
な
る
よ
う
に
、

「弟
子
兼
筆
記
者
」

に
口
述
し
た
膨
大
な
個
人
的
作
品

を
通
じ
て
も
、
儀
式
に
新
た
な
意
義
を
与
え
る
。
後
者
は

一
九
三
〇
年
に
谷
口

雅
春
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
教
祖
は
天
啓
が
内
的
に
獲
得

さ
れ
る
と
い
う
経
験
が
な
く
て
も
、
メ
シ
ア
的
な
緊
急
事
態
を
知
ら
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
使
命
を
授
か

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
天
啓
が
内
的
に
獲
得

さ
れ
る
と
い
う
経
験
が
な
く
て
も

い
い
わ
け
で
あ
る
。
谷
口
は
、
内
容
が
宗
教

的
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
は
な
は
だ
哲
学
的
な
あ
ら
わ
れ
方
を
す
る
よ
う
な
パ

ロ
ー
ル
を
発
展
さ
せ
る
文
学
的
才
能
を
も

っ
て
い
た
。
言
葉
の
力
は
、
生
命
の

実
相
を
構
成
す
る
運
動
の
、
価
値
あ
る

「聖
典
」
を
通
じ
て
、
文
書
の
力
に
変

わ
る
の
で
あ
る
。

与
え
ら
れ
た
時
間
の
限
界
の
な
か
で
は
、
王
仁
三
郎
に
よ

っ
て
生
み
出
さ
れ

た
書
き
直
し
の
仕
事
を
分
析
す
る

こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
。

こ
の

膨
大
な
資
料
体
を
見
れ
ば
、
そ
の
内
容
と
、
そ
れ
以
上
に
そ
の
形
式
か
ら
、
最

も
ド
ラ
マ
チ

ッ
ク
な
表
現
で
書
か
れ
た
、
運
動
の
萌
芽
と
発
展
が
読
み
取
れ
る

こ
と
の
み
簡
単
に
指
摘
し
て
お
こ
う
。
何
し
ろ
、
そ
こ
に
は
二
人

の
教
祖
間
の

確
執
や
、

一
九
二

一
年
と

一
九
三
五
年
、
国
家
権
力
に
よ

っ
て
運
動
が
廃
止
さ

れ
た
、
そ
の
二

つ
の
時
代
が
書
か
れ
て
い
る
の
だ
。
外
部

の
圧
力
に
さ
ら
さ
れ

て
、
そ
れ
ら
の
運
動
は
変
容
し
、

デ
ィ
ス
ク
ー
ル
も
多
様
化
し
た
。
い
く

つ
か

の

「
テ
ク
ス
ト
」
は
隠
さ
れ
た
ま
ま
に
と
ど
ま
り
、
多
く
の
運
動
の
な
か
で
、

永
久
的
に
持
続
す
る
秘
密
の
伝
統

と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
ま
た
、

時
に
は
社
会
か
ら
引
き
こ
も

っ
た
と
こ
ろ
で

(た
と
え
ば
、
松
緑
神
道
大
和
山
)、

そ
れ
は
あ
ら
わ
れ
た
。
他
方
、
運
動
が
発
展
し
て
い
く
に
つ
れ
、
徐
々
に
そ
れ

は
変
化
し
て
い

っ
た
。
制
度
化
の
複
雑
な
過
程
は
や
は
り
教
祖

の
テ
ク
ス
ト
に

関
連
が
あ
る
。
そ
の
い
く
ら
か
の
部
分
は
き

っ
ぱ
り
と
削
除
さ
れ
て
し
ま

っ
て

い
る
し
、
の
み
な
ら
ず
、
た
い
て
い
の
場
合
、
そ
の
最
も

ア
ル
カ
イ

ッ
ク
だ
と

見
做
さ
れ
た
構
成
部
分
は
除
か
れ
て
い
る
。
教
祖
た
ち
の
パ
ロ
ー
ル
は

「教
祖

伝
」
の
な
か
に
集
め
ら
れ
、
挿
入
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。

あ
る
決
ま

っ
た
時
期
に
つ
い
て
の
、
こ
の
エ
ク
リ
チ

ュ
ー
ル
の
緻
密
な
研
究

は
、
た
し
か
に
、
社
会
的
な
変
化
に
対
応
し
て
な
さ
れ
た
、
ま
た
、
よ
り
特
徴

的
に
は
、
信
者
の
要
望
に
し
た
が

っ
て
な
さ
れ
た
、
そ
れ
ら
の
運
動
の
軌
道
調

整
が
ど
う
い
う
も
の
だ

っ
た
か
を
明
ら
か
に
し
た
。
要
す
る
に
、
こ
の
運
動
の

手
直
し
は
、
多
く
の
場
合
は
教
祖
の
死
後
に
起
こ
る
、
激
し
い
内
部
変
革
の
反

映
だ
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
千
年
王
国
説
の
傾
向
を
は
ら
ん
だ

そ
れ
ら
の
運
動
の
な
か
で
、
最
低
限
の
行
な
い
に
対
す
る
、
最
も
厳
し
い
禁
止
、

決
ま
り
切

っ
た
戒
律
は
、
世
直
し
の
計
画
に
不
可
欠
の
部
分
な
の
だ
が
、
結
局

は
以
上

の
よ
う
に
し
て
、
は
な
は
だ
し
く
衰
退
す
る
こ
と
に
な

っ
た
の
だ

っ
た
。

ま
た
、
同
じ
く
興
味
深
い
の
は
、

こ
れ
ら
の
エ
ク
リ
チ

ュ
ー
ル
、
も
し
く
は
、

書
き
直
し
に
あ

っ
た
パ

ロ
ー
ル
と
、
阿
含
宗
や
幸
福
の
科
学
の
宗
教
運
動
の
よ

う
な
、
よ
り
最
近
の
運
動
に
よ

っ
て
生
み
出
さ
れ
た
そ
れ
ら
と
を
、
比
較
す
る

研
究

で
あ
ろ
う
。
新
宗
教
の
最
近
の
動
向
の
う
ち
で
は
、
パ

ロ
ー
ル
と
い
う
も

の
の
位
置
付
け
は
ど
う
な

っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
教
祖
の
個
性
、
彼
ら
の
カ

リ
ス
マ
性
、
そ
し
て
ま
た
、
新
新
宗
教

へ
の
独
自
な
メ
デ
ィ
ア
の
媒
介
の
在
り

方
は
、
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
の
特
定
の
表
現
に
形
を
与
え
る
。
そ
れ
ら
の
特
殊
な
も

の
の
ひ
と

つ
は
、
出
版
物
ま
た
は
、
オ
ー
デ
ィ
オ
ーー
ビ
ジ

ュ
ア
ル
機
器

へ
の
極

端
に
素
早
い
対
応
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
意
味
で
、
大
本
教
と
生
長

一43一
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の
家
は
、
こ
の
二

つ
の

「古
い
」
宗
教
運
動
の
内
部
に
す
で
に
認
め
ら
れ
る
傾

向
に
つ
い
て
、
我
々
に
示
唆
を
与
え
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
新
聞
と

出
版
と
い
う
普
及
の
現
代
的
手
段

に
い
ち
早
く
手
を
出
し
た
こ
と
に
よ

っ
て
特

徴
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
。
阿
含
宗
と
幸
福
の
科
学
は
、
最
終
的
な

一
点

で
共
通
の
部
分
を
も

っ
て
い
る
。
前
者
に
お
い
て
は
、
瞑
想
の
実
践
の
よ
う
な
、

後
者
に
お
い
て
は
、
幻
視
者
の
実
践
の
よ
う
な
、
個
人
的
経
験
を
筆
記
し
た
作

品
を
発
展
さ
せ
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
運
動
に
お
け
る
入
信
の
導
き
の

一

つ
は
、
多
く

の
場
合
、
二
人
の
教
祖
、
桐
山
靖
雄
と
大
川
隆
法

の
作
品

レ
ク

チ
ャ
ー
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ

の
パ
ロ
ー
ル
の
創
造

の
力
は
、

こ
こ
に
お
い

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
信
者
た
ち
が
直
面
し
て
い
る
社
会
的
現
実
を
説
明
し
よ
う
と

い
う
企
て
の
う
ち
に
再
び
立
ち
現
わ
れ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
折
り

　
　
　

に
は
、
メ
シ
ア
信
仰
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
は
、
同
時
代
の
社
会
に
最
低
限
適
応
す

る
こ
と
を
目
指
す
、
よ
り
実
際
的
な
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
に
置
き
代
わ
る
こ
と
に
な

る
。
阿
含
宗

の
戒
律
は
こ
の
独
自

の
啓
示
、

「
さ
あ
や
る
ぞ
、

か
な
ら
ず
成
功

す
る
ぞ
、
絶
対
に
勝

つ
」
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

■
一

聖
な

る
場
所

と
組

織

の
本
部

そ
れ
ら
は
、
千
年
王
国
説

の
タ

イ
プ
に
属
す
る
宗
教
運
動

に
と

っ
て
は
、

「安
全
地
区
」

ま
た
は

「世
界
の
中
心
」

と
い
う
の
と
同
じ
こ
と
を
表
わ
し
て

い
る
。
そ
の
タ
イ
プ
と
い
う
の
は
、
教
祖
の
個
性
や
運
動
に
お
け
る
宗
教
的
な

主
義
主
張
だ
け
で
な
く
、

「世
界

へ
の
応
答
」

の
型
に
よ

っ
て
決
定
さ
れ
る
こ

と
が
多
い
と
言
え
る
。
こ
う
し
た
場
所
を
発
展
さ
せ
て
い
く
タ
イ
プ
は
多
々
見

受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

運
動
の
中
心
が
初
期
段
階
で
は
教
祖
自
身
の
自
宅
で
あ
る
場
合
が

二

・
一

し
ば
し
ば
あ
る
。
そ
の
場
合
は
、
信
仰
の
中
心
と
行
政
管
理
の
中

心
の
区
別
が

つ
か
な
い
の
で
あ
る
。
あ
る
い
く

つ
か
の
運
動
に
お
い
て
は
、
説

教
を
す
る
の
に
、
修
業
の
実
践
の
た
め
の
特
別
な
空
間
は
必
要
と
さ
れ
て
い
な

い
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
最
初
か
ら

「新
新
宗
教
」

で
は
、

一
つ
が
行
政
管

理
の
中
心

(カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

・
セ
ン
タ
ー
に
近
似
し
て
い
る
)

の
機
能
を
負

い
、

も
う

一
つ
が
礼
拝

の
場
と
い
う
、
二

つ
の
異
な

っ
た
場
所
を
同
じ
と
こ
ろ
に
据

え
付
け
る
、
と
い
う
こ
と
が
起

こ
っ
て
い
る
。

二

つ
の
中
心
が
異
な

っ
た
場
所

に
設
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
も
あ

二

・
二

り
得
る
だ
ろ
う
。
そ
の
時
は
、
第

一
の
も
の
が
行
政
管
理
上
の
、

そ
れ
か
ら
、
信
仰
上
の
と
、
二
重
の
機
能
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
第
二
の
も

の
は
、
そ
の
宗
教
運
動
を
支
え
て
い
る
救
済
約
定
を
具
現
し
て
い
る
と
こ
ろ
を

信
者
た
ち
の
眼
に
象
徴
的
に
映
す
機
能
を
果
た
す
の
で
あ
る
。

一
般
的
に
言
え

ば
、
宗
教
運
動
に
お
い
て
大
祭
礼
、
主
と
し
て
年
中
行
事
的
な
儀
礼
と
聖
務
儀

礼
が
執
り
行
わ
れ
る
の
は
、
こ
の
聖
な
る
空
間
で
あ
る
。
そ
の
典
型
的
な
例
は
、

亀
岡
と
綾
部
に
中
心
を
も

つ
大
本
教
の
そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
、
天
理
教
も
同
様

に

彡
ば

と
呼
ば
れ
る
そ
の
発
祥
地
を
通
じ
て
地
上
楽
園
の
ヴ

ィ
ジ

ョ
ン
を
与

え
る
の
だ
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
か
ら
、
青
森
に
間
近
い
山
中
に
あ
る

「神
垣
の

里
」

と
名
付
け
ら
れ
た
広
大
な
場
所
が
宗
教
観
念

(神
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
た
、

人
間
と
自
然
の
間
に
通
う
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
生
命
)
を
形
成
す
る
と
い
う
、
松
緑
神

道
大
和
山
の
場
合
も
同
様
だ
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
程
度
言
え
る
だ
ろ
う
。
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宗
教
運
動

の
制
度
化

の
過
程
に
結
び
付
け
ら
れ
て
、
あ
る
二
重

の

二

・
三

傾
向
が
見

い
だ
さ
れ
る
。
多
く
の
場
合
は
都
市

に
お
い
て
で
あ
る

が
、
地
区
全
体
が
都
市

の
な
か
に
真

の
都
市
を
構
成
す
る
よ
う
に
な
る
と
き
、

中
心
地
が
自
己
の
内
部

で
、
聖
地

を
創
造
し
な
が
ら
成
長
す
る
の
で
あ
る
。
天

理
教
が
以
上
の
ご
と
く
、
少
な
く
と
も
そ
う
い
う
方
向
性
の
象
徴
的
な

一
例

で

あ
る
な
ら
ば
、
創
価
学
会
や
真
如
苑
の
よ
う
な
運
動
の
使
用
し
て
い
る
空
間
も

ま
た
同
様
に
領
域
拡
大
の
し
る
し
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
中
心
地
を
ど

う
表
現
で
き
る
か
。
そ
れ
は
、
現
代
社
会
の

産
業
化
、
都
市
化
の
過
程
で
弛
ん
で
き
て
し
ま

っ
た
共
同
体
的
な
縁
故
の
関
係

の
絆
を
取
り
戻
す
土
ハ同
の
場
の
よ
う
な
も
の
だ
と
か
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
う
し
た
も
の
の
見
方
を
す
る
と
、
新
宗
教
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
数
多
く
の
構

造
物
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
な

る
。
た
と
え
ば
、
立
正
佼
成
会
の
法
座
、
創

価
学
会
の
座
談
会
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
宗
教
運
動
で
は
六
十
年
に
わ
た
る
力
強

い
教
勢
拡
大
が
、
こ
う
し
た

「議
論
の
会
合
」
に

一
部
依

っ
て
い
る
と
こ
ろ
が

あ
る
。
ま
た
、
た
と
え
ば
、
主
た
る
中
心
地
が
純
粋
に
行
政
管
理
上
の
も
の
と

な

っ
て
い
る
幸
福
の
科
学
の

「学
校
」

(天
使
の
学
校
)
の
よ
う
に
、
教
育
の
場

と
し
て
、
そ
れ
を
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
中
心
地
の
変
容
は
、
新
宗

教

の

「世
俗
化
」

の
過
程
を
も
反
映
し
て
い
る
。
運
動
形
成
期
に
お
い
て
は
、

そ
れ
が
教
祖
と
直
接
接
触
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
パ

ロ
ー
ル
の
創
造
者
が
瞑
想

に

耽
る
場

で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
徐

々
に
そ
れ
は
、
宗
教
的
学
習
の
場
、
お
よ
び
、

布
教
の
場
に
変
容
す
る
の
で
あ
る
。
教
祖
と
信
者
の
問
の
直
接
的
な
交
渉
が
、

そ
の
時
は
、
内
的
な
も
の
に
仲
立
ち
さ
れ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

三

儀

礼

「
世

俗

化

」

の
指

標

の

一
つ
は
、

宗

教

的

実

践

、

お

よ

び

、

信

仰

心

が

私

生

活

化

し

て
く

る

と

い
う

こ
と

で
あ

る
、

と

い
う

よ

う

な

セ
オ

リ

ー
が

、

逆

説

的

に

は
、

仮

の

「
宗

教

回
帰

」

と

い
う

こ
と

と
結

び

つ
か

な

い
わ

け

で
は

な

い
。

社

会

学

は

二

つ
の
方

法

で

こ
の
精

神

的

利

益

の
再

生

を
解

釈

す

る
。

あ

る

種

の

も

の

に

よ

る

と
、

そ

れ

は
危

機

に
あ

る
社

会

に

よ

っ
て
生

み
出

さ

れ

た
激

し

い

不

安

に
結

び

付

け
ら

れ
、

あ

る

一
時

的

な

状

況

に
対

応

す

る
。

別

の
も

の
に

よ

る
と

、

対

照

的

に
、

そ
れ

は
、

ダ

ニ

エ

ル

・
エ

ル
ヴ

ィ
ウ

ーー

レ
ジ

ェ
ー

が

「
ポ

(
7
)

ス
ト

モ
ダ

ン
の

ユ
ー

ト

ピ

ア
」

と

名

付

け

た
も

の

の
最

も

進

化

し

た
形

の
発

現

　
　
　

な
の
で
あ
る
。

「個
人
的
研
究
に
役
立

つ
道
具
箱
」

の
用
意
を
そ
れ
ぞ
れ
に
促

す
プ
ラ
グ

マ
チ
ッ
ク
な
ア
プ

ロ
ー
チ
に
よ
る
と
、
宗
教
の
、
こ
の
私
生
活
化
の

お
か
げ
で
、
そ
の
宗
教

の
信
者
た
ち
は
、
現
代
に
お
け
る
本
質
的
な
価
値

(支

配
階
級
の
シ
ス
テ
ム
と
は
異
な
っ
た
思
惟
体
系
へ
の
魅
力
、
個
人
主
義
)
に
対
し
、
道

を
開
か
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
、
同
時
代
の
日
本
の
新
宗
教
内
部
で
も

生
起
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
数
多
く
の
分
析
家
が
、
一・・こ
一教
団
に
お
い
て

「小

さ
な
神
々
」
が
増
殖
し
て
い
る
と
記
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
西
山
茂
の

よ
う
に
、

霊
力
と
い
う
も
の
が
、

「自
分
教
」

を
創
る
こ
と
を

一
人

一
人
に
促

し
て
い
る
と
書
く
も
の
も
い
る
。
新
宗
教

の
内
部
に
お
け
る
実
際
の
儀
礼

(
つ

ま
り
、
教
祖
祭
や
病
気
直
し
儀
礼
や
年
中
行
事
的
な
儀
礼
、

し
か
し
、
帰
属
宗
教
に
お

け
る
私
的
な
儀
礼
)
と
伝
統
的
な
宗
教
の
そ
れ
と
の
比
較
分
析
を
し
て
み
る
。

す
る
と
、
新
宗
教
の
場
合
は
、
儀
礼
内
容
の
変
容
が
ど
れ
ほ
ど
の
も
の
か
疑
念
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が
湧
い
て
き
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
あ
る
儀
礼
が

一
見
全
面
的
に
新
し
い
も
の

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
場
合
で
も
、
比
較
分
析
は
、
し
ば
し
ば
伝
統
的
な
宗
教
の

多
く
の
要
素
が
そ
こ
で
混
ぜ
合
わ
さ
れ
て
い
る
だ
け
だ
、
と
い
う
こ
と
を
明
ら

か
に
し
て
し
ま
う
。
か

つ
又
、
そ
れ
ら
の
儀
礼
は
、
最
初
は
、
地
方
の
伝
統
の

な
か
に
そ
の
起
源
を
も

っ
て
お
り
、
重
要
な
も
の
は
、
運
動
の
出
現
の
初
期
段

階
に
示
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
あ
と
に
な

っ
て
、
少
し
ず

つ
放

棄
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
時

に
、
興
味
深
い
の
は
、
大
本
教
の
よ
う
な
本

質
が
呪
術
的
な
新
宗
教
の
な
か
に
あ
る
悪
魔
払
い
儀
礼
が
ど
の
よ
う
に
移
り
変

わ
っ
て
い
っ
た
か
、
と
い
う
研
究

で
あ
る
。
病
気
直
し
の
儀
礼
と
い
う
の
は
、

ひ
ど
く
数
が
多
い
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
を
研
究
す
れ
ば
、
ど
う
そ
れ
が
変
化
し

て
い

っ
た
か
と
い
う
こ
と
や
、
仏
教
、
神
道
の
う
ち
に
既
に
現
わ
れ
て
い
る
儀

礼

の
諸
相
、
た
と
え
ば
、
加
持
祈
祷
、
鎮
魂

の
儀
式
、
に
対
し
て
、
新
宗
教
が

ど
う
関
わ

っ
て
き
た
か
、
と
い
う

こ
と
が
大
変
よ
く
分
か
る
。
仏
教
的
な
流
れ

　　
　

を
も

つ
新
宗
教
の
な
か
に
あ
る
、
祖
先
祭
祀

に
関
わ
る
研
究

(特
に
霊
友
会
系

列
の
孝
本
貢
に
よ
っ
て
発
展
せ
ら
れ
た
研
究
)
は
、
他
の
宗
教
的
組
織

に
対
し
て
も

完
全
に
適
用
し
得
る
良
い
仕
事
の

一
例
で
あ
る
。
こ
の
種
の
研
究
は
は
じ
め
、

日
本
社
会
の

「世
俗
化
」
の
過
程

に
お
け
る
現
代
宗
教
の
変
容
と
い
う
こ
と
に

集
中
し
て
い
た
が
、
日
本
の
新
宗
教
の
適
応
能
力
の
幅
広
さ
を
強
調
す
る
よ
う

な
儀
礼
上
の
重
大
な
変
革
を
証
拠
だ
て
る
こ
と
に
な

っ
た
。
祖
先
と
い
う
も
の

は
、
成
仏
霊
に
な

っ
た
ら
、
恩
情

に
あ
ふ
れ
、
保
護
し
て
く
れ
る
も
の
だ
と
い

う
よ
う
な
伝
統
的
な
観
念
と
、
ま
た
不
成
仏
霊
で
あ
る
が
、
こ
れ
か
ら
鎮
め
ら

れ
、
救
わ
れ
る
べ
き
魂
で
あ
る
と
い
う
観
念
と
が
あ
る
。
も
う

一
つ
の
例
は
、

弁
天
宗
の
よ
う
に
、
い
く

つ
か
の
宗
教
が
実
際
の
礼
拝
の
中
心
に
置
い
て
い
る

水
子
供
養
の
礼
拝
の
発
達
に
よ

っ
て
う
か
が
え
る
だ
ろ
う
。
こ
う
い
う
新
し
い

儀
礼
は
、
た
と
え
ば
神
道
の
流
れ
を
く
む
い
く

つ
か
の
宗
門
の
場
合
に
あ

っ
て
、

信
者
た
ち
の
要
求
に
応
え
る
た
め
に
創
ら
れ
た
も
の
で
も
あ
る
。

新
宗
教
に
固
有
の
儀
礼
に
お
け
る
も
う

一
つ
の
特
殊
性
は
、
個
人
的
行
為
に

認
め
ら
れ
た
大
き
な
領
域
で
あ
る
。
よ
り
正
確
に
言
う
と
、
霊
能
者
の
精
神

の

力
の
ひ
と
か
け
ら
を
手
に
入
れ
る
こ
と
、
宗
教
的
権
威
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
に
お

け
る
出
世
が
、
信
者
の

一
人

一
人
に
も
可
能
に
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
真
如

苑
や
崇
教
真
光
の
よ
う
な
宗
門
に
よ

っ
て
記
録
さ
れ
た
成
功
は
、

一
部
、

こ
う

し
た
儀
礼
の
特
殊
性
に
依

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四

創

造
物

語
と

コ
ス
モ
ス
論

神
話
学
、
お
よ
び
、
神
々
の
分
析
を
重
要
視
す
る
象
徴
論
的
人
類
学
の
ア
プ

ロ
ー
チ
で
は
、
思
惟
体
系
だ
け
で
な
く
、
世
界
と
宇
宙
に
対
す
る
観
念

(新
宗

教
の

「生
命
主
義
的
世
界
観
」)
も
研
究

に
利
用
す
る
。

こ
れ
は
、
「新
新
宗
教
」

の
最
近
の
神
話
形
式
に
つ
い
て
の
綿
密
な
調
査
に
お
い
て
も
継
続
す
る
よ
う
促

さ
れ
て
い
る
。
天
理
教
の
創
造
神
話

『泥
海
古
記
』
、

そ
し
て
、
幸
福
の
科
学

に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
神
々
を
、
例
と
し
て
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。

「
泥
の
海
」
の
神
話
は
次
の
よ
う
に
要
約
で
き
る

H
こ
の
世

の
元
は
じ
ま
り

は
ど
う
海

で
あ

っ
た
と
い
う
文
書
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
海
の
中

に
沢
山
の
ど

じ
ょ
う
が
い
て
月
日
様
は
、
そ
ば
に
い
た
魚
と
蛇
を
見
て
夫
婦

の
ひ
な
が
た
に

し
よ
う
と
思

っ
て
神
と
し
て
拝
ま
せ
よ
う
と
約
束
し
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
北

西
か
ら
鯱
と
南
東
か
ら
亀
を
呼
ん
だ
。
鯱
は
男
の

一
つ
の
道
具
と
し
て
、
亀
は
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女
の

一
つ
の
道
具
と
し
て
男
女
の
ひ
な
が
た
と
定
め
ら
れ
ま
し
た
。
(名
を
イ
ザ

ナ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
と
イ
ザ
ナ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
)
そ
し
て
東
か
ら
鰻
、

南
西
か
ら
か
れ
い
、

西
か
ら
く
ろ
ぐ

つ
な
と
い
う
黒

へ
び
、
最
後

に
う
し
と
ら

(北
東
)
か
ら
ふ
ぐ

を
次
々
と
引
き
寄
せ
ま
し
た
。
う
な
ぎ
は
飲
み
食
い
出
入
り
の
機
能
と
し
て
使

わ
れ
、
鰈
は
息
吹
き
わ
け
と
い
う
機
能
と
し
て
使
わ
れ
、
黒

へ
び
は
引
出
し
と

い
う
機
能
と
し
て
使
わ
れ
、
ふ
ぐ

は
切
る
道
具
と
し
て
使
わ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に

神
の
名
を

つ
け
ま
し
た
。

人
間
の
創
造
を
準
備
す
る
も
の
と
し
て
の
始
ま
り

"
泥
鰌
が
人
類
の
た
め
に

た
ね
を
播
く
。

一
ヵ
月
の
の
ち
に
子
が
生
ま
れ
る
。
九
九
年
が
過
ぎ
去
る
。
そ

の
時
人
類
は
五
分
の
身
長
に
達
し

て
い
た
の
だ
が
、

「出
直
し
」

を
す
る
。
も

う

一
度
九
九
年

の
歳
月
を
経
て
、

そ
の
時
三
寸
に
達
し
、

ま
た

「
出
直
す
」。

同
じ
よ
う
な
現
象
が
三
十
回
繰
り
返
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
人
類
は
虫
や
鳥
や
猛

獣
の
形
に
な
り
、
八
○
○
八
回
、
新
た
な

「死
」
の
前
で
生
ま
れ
変
わ
る
。
最

後
に

一
匹

の
女
猿
が
生
き
残
り
、
男

の
子
を
五
匹
、
女
の
子
を
五
匹
、
産
む
の

で
あ
る
。

こ
の
人
類
が

一
寸
八
尺

の
身
長
に
手
が
届
か
ん
と
す
る
と
き
、
海
と

山
、
天
と
地
、
太
陽
と
月
が
分
か
れ
た
。
三
尺
に
な

っ
た
と
き
、
彼
ら
に
言
葉

が
与
え
ら
れ
た
。
五
尺
に
な

っ
た
と
き
、
海
と
山
、
天
と
地
、

つ
ま
り
、
宇
宙

が
完
成
し
た
。
人
類
は
大
地
に
足
を

つ
け
、
そ
こ
に
生
を
受
け
る
こ
と
に
な

っ

た
。人

間
の
創
造
は
、
神
話
に
よ

っ
て
水
生
の
生
命
の
段
階
、
ち
え
の
獲
得
の
段

階
、
文
字

の
獲
得
の
段
階
、
と
分
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の

一
つ
の
長
大
な
持

続

の
過
程
を
踏
ん
で
、
達
成
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
こ
の
神
話
か
ら
、
我
々
は
、

神
が
人
間
を
こ
し
ら
え
、
ま
た
そ
の
心
を
味
わ
う
た
め
に
必
要
で
あ

っ
た
動
物

の
身
体
を
食
べ
さ
せ
て
も
ら
い
、
そ
の
み
か
え
り
に
動
物
た
ち
は
代
々
子
孫
が

受
け
継
が
れ
て
い
く

「元
の
屋
敷
」
の
中
に
迎
え
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
意
味

で
、

人
間
の
使
命
が
動
物
の
使
命
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。

こ
の
教
祖
神
話
の
中
か
ら
は
、

一
般
的
な
道
教

(特
別
指
導
の
重
要
性
)
や
仏

教

(輪
廻
)
の
多
様
な
影
響
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
こ
で
は
、

円
環
的
な
時
間
の
観
念
、
あ
る
い
は
も

っ
と
正
確
に
言
う
と
、
後
に
な
る
ほ
ど

よ
り
良
い
状
況
に
生
ま
れ
変
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
た
時
間
の
観
念

が
現
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
生
命
は
神
聖
な
る
意
志
に
よ
っ
て
、
長
い
時
間
を

経

て
再
度
手
直
し
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
比
較
の
観
点
か
ら
し
て
み
る
と
、
我
々

は
現
在
の
秩
序
を
改
善
す
る
こ
と

へ
の
配
慮
を
神
の
権
威
に
託
す

「
メ
シ
ア
待

望
論
」
に
か
な
り
近
い
の
で
あ
る
。
数
多
く
の
大
衆
的
な
宗
教
運
動
の
う
ち
で

発
達
し
た
思
想
、

い
わ
ゆ
る

「
世
直
し
」
の
思
想
は
、
こ
う
し
た
世
界
観
の
う

ち
に
萌
芽
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

　り
　

こ
れ
と
は
対
照
的

に
、
大
川
隆
法
の
本
に
現
わ
れ
る
宇
宙
観
は
、
ほ
と
ん
ど

そ
の
原
拠
が
明
ら
か
に
な

っ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
最
も
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、

新
た
な

「次
元
」
が
開
か
れ
て
い
く
に
つ
れ
、
順
次
に
高
ま

っ
て
い
く
価
値
の

度
合
に

つ
い
て
で
あ
る
。
「
次
元
」
の
概
念

1

「次
元
」
と
は
、
そ
の
世
界
の

成
立
を
い
く

つ
の
要
素
で
表
現
す
る
か
と

い
っ
た
世
界
観

ー

を
明
ら
か
に
し

た
後

で
、
大
川
は
各
々
異
な

っ
た
価
値
と
宇
宙
の
構
成
要
素
に
名
を
与
え
る
。

我
々
は
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

H

人
間
は
三
次
元
に
住
ん
で
い
ま
す
。
四
次
元
に
な
る
と
、
よ
こ
、
た
て
、
た

か
さ
に
加
え
て
、
時
間
が
要
素
と
し
て
入

っ
て
き
ま
す
。
五
次
元
世
界
に
な
る

と
精
神
が
加
わ
り
ま
す
。
そ
の
精
神
性
の
尺
度
は
主
と
し
て

「善
」
で
す
。
善
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人
た
ち
が
集
ま

っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
六
次
元
世
界
の
住
人
は
道
徳
的
な
善

人
で
す
。
(…
)
神
仏
を
信
じ
な
い
人
は
六
次
元
に
は

一
人
も
お
り
ま
せ
ん
。

七
次
元
世
界
に
な
る
と
利
他
と

い
う
要
素
が
入

っ
て
き
ま
す
。
(…
)
七
次
元

世
界
に
住
む
人
は

「実
社
会
」
に
旅
立

っ
て
い
く
の
だ
匙
い
え
ま
す
。
八
次
元

世
界
に
な
る
と
慈
悲
の
要
素
が
加
わ

り
ま
す
。
そ
の
世
界
に
住
む
人
は
無
限

の

愛
の
供
給
者
で
す
。
九
次
元
の
世
界

に
な
る
と
宇
宙
と
い
う
要
素
が
増
え
て
い

き
ま
す
。
世
界
的
宗
教
の
方
た
ち
の
殆
ど
は
こ
の
世
界
の
住
人

で
す
。
十
次
元

世
界
に
は
地
上
に
肉
体
を
持

っ
た
人
霊
は
お
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
三

体
の
意
識
だ
け
で
す
。
十
次
元
の
構
成
要
素
を
あ
げ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
創

造

・
進
化
と
い
う
こ
と
で
す
。
三
体

の
意
識
を

「大
日
意
識
」
「月
意
識
」
「地

球
意
識
」
と
い
い
ま
す
。
地
球
の
四
十
億
年

の
歴
史
は
こ
の
三

つ
の
意
識
体

の

作
用

に
よ

っ
て
展
開
し
て
き
た
と

い
う
ふ
う
に
説
明
さ
れ

て
い
ま
す
。

[私

は

こ
こ
ま
で
し
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
大
宇
宙

・
大
神
霊

・
仏
と
い
う
の
は
お
そ
ら

く
二
十
次
元
ぐ
ら
い
で
あ
ろ
う
と
思

わ
れ
ま
す
]
。

こ
の
タ
イ
プ
の
記
述
は
倫
理
的
な
説
明
に
依

っ
て
お
り
、
天
理
教
の
創
造
神

話

で
も
そ
う
な

っ
て
い
た
よ
う
に
、

コ
ス
モ
ロ
ジ

ッ
ク
な
説
明
の
意
図
が
高

ま

っ
て
く
る
の
を
止
め
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

こ
こ
で
、
紹
介
し
た
例
か
ら
二

つ
の
こ
と
が
は
っ
き
り
分
か
る
。

一
つ
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
出
現
し
た
時
期
が
そ
の
世
界
像
と
固
有
の
倫
理
感
に
強
く
影
響
を

与
え
て
い
る
二

つ
の
宗
教
運
動
に
よ

っ
て
発
展
せ
ら
れ
た
、
特
殊
の

「世
界

へ

の
応
答
」

の
在
り
か
た
が
、
そ
こ
か
ら
う
か
が
え
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

も
う

一
つ
は
、
そ
こ
か
ら
、
同
様
に
し
て
お
そ
ら
く
、
神
話
の

「世
俗
化
」
の

あ
と
が
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
二
つ
の
観
点

は
互
い
に
矛
盾
す
る
だ
ろ
う
。

五

権
力
と
政
治
的
秩
序

我

々
の
報
告
の
冒
頭
に
書
き
留
め
た
よ
う
に
、
世
俗
化

に
つ
い
て
の
セ
オ

リ
ー
の
枠
組
み
の
中

で
以
て
、
日
本
の
宗
教
の
特
殊
性
を
紹
介
し
よ
う
と
し
て
、

田
丸
徳
善
教
授
は
、
と
り
わ
け
、
日
本
宗
教
史
の
多
様
性
と

一
宗
教
の
他
の
宗

教
と
の
混
淆
に
関
し
て
、
き

っ
ち
り
成
果
を
も
た
ら
し
た
。
こ
の
特
殊
性
は
政

治
権
力
と
の
関
係
か
ら
再
解
釈
さ
れ
る
必
要
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
日
本
の

「新

宗
教
」
の
歴
史
も
ま
た
、
世
俗
の
権
力
と
の
、
と
き
に
は
闘
争
的
な
、
関
係
の

歴
史
で
あ
る
と
、

あ
る
程
度
は
言
え
る
の
で
あ
る

臼
明
治

の
御
代
に
は
、

「教

派
神
道
」
と
名
付
け
ら
れ
た
三
十
に
及
ぶ
宗
教
運
動
が
公
認
で
あ

っ
た
。
度
重

な
る
禁
止
、
の
み
な
ら
ず
、
取
り
つ
ぶ
し
が
あ
り
、
多
く
の
新
宗
教
は
そ
れ
に

耐
え
て
き
た
の
で
あ
る
。
特
に
、
大
本
教
や
ひ
と
の
み
ち
は
そ
う
で
あ

っ
た
。

ま
た
、

一
九
六
四
年
に
は
、
創
価
学
会
に
よ

っ
て
公
明
党
が
設
立
さ
れ
て
い
る
。

数
多
く
の
研
究
作
業
が
、
既
に
、
戦
前
日
本
に
お
け
る
帝
政
国
体

の
中
心
に

あ

っ
た
国
家
神
道
の
場
か
ら
生
ま
れ
た
宗
教
的
政
治
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
解

明
し
て
き
た
が
、
現
在
の
状
況
、
特
に
、
同
時
代
の
新
宗
教
に
お
け
る
政
治
の

位
置
付
け
を
垣
間
見
せ
る
全
体
的
見
取
り
図
に
つ
い
て
、
我
々
に
情
報
を
与
え

る
研
究
と
い
う
の
は
わ
ず
か
し
か
な
い
。
さ
ら
に
言

っ
て
、
十
九
世
紀
末

(天

理
教
の
よ
う
に
)

ま
た
は
、

二
十
世
紀
初
頭

(大
本
教
の
よ
う
に
)

の
反
政
府
、

反
近
代
の
宗
教
運
動
の
い
く

つ
か
が
、
そ
の
批
判
の
矛
先
を
ゆ
る
め
て
、
と
う

と
う
、
は
じ
あ
は
朝
鮮
で
の
、
次
に
は
満
州
で
の
領
土
拡
張
に
加
担
す
る
よ
う
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世俗化にっいての人類学的視線

に
な

っ
た
の
は
ど
う
い
う
経
緯
か
ら
で
あ
る
か
。
政
府

の
権
威

の
ひ
と
か
け
ら

　
　
　

を
獲
得
し

つ
つ
、
か

つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
祖

の
教
え
が
正
当
性
を
保

っ
て
い
る

こ
と
を
証
明
す
る
と
い
う
方
法
、
政
府
国
家
と
戒
律

の
根
本
を
形
づ
く

っ
て
い

る
農
村
部
大
衆
を

つ
な
ぐ
も

の
と
し
て
設
け
ら
れ
た
方
法
を
そ
こ
に
見
る
べ
き

　
む
　

で
あ

ろ
う

か

。

換

言

す

れ
ば

、

ウ

ィ

ン

ス
ト

ン

・
デ

イ

ヴ

ィ

ス
が

我

々

に
示

し

た

よ
う

に
、

そ

の
宗

教

運

動

が
、

教

祖

の
教

え

と
縁

を

切

っ
て
運

動

と

し

て
確

立

さ
れ

る
と

き

(
そ

の
名

が
定
着
す
る
と
き
)
、

不

可

避

の

「
政

治

的

ブ

ル
ジ

ョ

ワ
化

」

の
過

程

が
産

出

さ

れ

る

の
だ

と
考

え

る

こ
と

は

で
き

な

い
だ

ろ
う

か

。

　
お
　

最
近

フ
ラ
ン
ス
で
出
版
さ
れ
た
、
世
界
中

の
宗
教
運
動
に
つ
い
て
の
あ
る

一

冊
の
本
は
、
日
本

の
場
合
を
考
察

す
る
の
に
材
料
を
与
え
て
く
れ
る
。
新

ロ
シ

ア
か
ら
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ま
で
、
ヴ

ァ
チ
カ
ン
、
ア
ル
ジ

ェ
リ
ア
、
イ
ラ
ン
、

中
国
、
イ
ン
ド
、
イ
ス
ラ
エ
ル
を
含
め

つ
つ
研
究
さ
れ
た
様
々
な
宗
教
運
動
の

分
析
が
証
明
し
て
い
る
よ
う
に
、

こ
れ
ら
の
宗
教
が
用
い
て
い
る
宗
教
的
な
素

材
も
伝
統

に
依
拠
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
し
こ
こ
で
日
本
の
新
宗
教
が
比
較

の
対
象
を
豊
富

に
与
え
て
く
れ
る
な
ら
、
こ
こ
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
運
動
と
は

　
け
　

違

っ
て
、

日
本

の
場

合

は

、

同

じ

素

材

が

社

会

的

変

化

に

一
役

買

う

こ

と

は

な

い

の
は
確

か

だ

と

分

か

る
。

逆

に
、

そ

の
比

較

の
観

点

で
見

た

と
き

、

顕

著

な

の

は
、

個

々
人

が

(
ア
ラ

ン

・
ト

ゥ
レ
ー

ヌ
と
共

に
そ

の
著
作

の
後
記

に
署
名

し

て

い
る

の
だ
が
、
ジ

ャ
ン

・
ボ

ベ

ロ
の
表
現

を
借

り
れ
ば
)
「
複

数

の

ア
イ

デ

ン

テ

ィ

テ

ィ
」

と

い
う

も

の
を

想

起

し

な

が

ら

、

一
つ
の
規

範

に
収

斂

さ

れ

て

い

く

こ

と

な

の

で
あ

る
。

そ

こ

に

は
、

特

殊

な

事

情

と
様

々

な
背

景

が

あ

る
。

伝

統

と

い
う

も

の

は
多

く

、

勝

手

気

儘

な

利

用

と
再

解

釈

が
施

さ

れ
得

る

わ

け

だ

が

、

こ

こ

に

は
、

そ

こ
か

ら
採

取

し

た
信

仰

の
世

界

を

一
人

一
人

が
作

る

「
ブ

リ

コ

ラ
ー
ジ

ュ
」
概
念
の
人
類
学
的
な
定
式
化
が
見
い
だ
せ
る
。

社
会
秩
序

の
変
革
に
対
す
る
願
い
が
、
「宗
教
が
文
化
的
な
も

の
と
し
て
機

能
す
る
」
、
よ
り
個
人
的
な
願
い
に
場
を
譲
る
と
い
っ
た
よ
う
な
変
容
の
う
ち

に
、
日
本
の
新
宗
教
の
世
俗
化
の
過
程
を
感
じ
な
い
だ
ろ
う
か
。
格
別
に
日
本

的
な

コ
ン
セ
プ
ト
に
照
し
て
み
る
と
、
我
々
は

「世
直
し
」
の
思
想
が
少
し
ず

　
め
　

つ

「
心

直

し

」

と

い

っ
た

よ

う
な

、

よ

り
個

人

的

な
思

想

に
取

っ
て
代

ら

れ

て

い

る

こ
と

を

示

す

こ
と

が

で
き

は

し

な

い

だ

ろ

う

か
。

結

論

社
会
学
的
研
究
と
人
類
学
的
研
究
の
相
互
補
完
性
は

(日
本
に
お
け
る
の
と
同

　
め
　

水
準
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
都
市
民
俗
学
の
発
展
を
見
よ
)
世
俗
化
と
同
じ
ぐ
ら
い

複
雑
な
、
あ
る

一
つ
の
現
象
を
よ
り
良
く
理
解
す
る
た
め
に
は
不
可
欠
の
も
の

の
よ
う
で
あ
る
。
各
々
の
協
力
が
あ
れ
ば
、
宗
教
的
実
践
と
礼
拝
の
社
会
に
お

け
る
変
容
、
特
に
、
都
市

の
巨
大
な
中
心
部
で
の
宗
教
的
振
る
舞
い
の
変
容
を

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
新
宗
教
の
テ
ー
マ
は
全
体
論
的
な
ア
プ

ロ
ー
チ
に
特
に
よ
く
適
す
る
よ
う
で
あ
る

"
そ
の
テ
ー
マ
と
は
、
そ
の
宗
教
の

加
入
者
に
よ

っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
、
政
治
的
、
社
会
的
、
文
化
的
、
経
済
的
現

象

の
全
体
と
、
神
話
や
儀
礼
の
よ
う
な
宗
教
現
象
の
間
の
相
互
作
用
で
あ
る
。

そ
れ
は
巨
大
な
プ

ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
。
こ
う
し
た
研
究
を
す
れ
ば
、
本
質
的
な

問
い
に
対
す
る

一
つ
の

(ま
た
は
、
複
数
の
)
こ
た
え
を
我
々
は
得
ら
れ
る
だ
ろ

う
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
問
い
と
は
、
礼
拝

の
在
り
方
や
宇
宙
論
の
個
別
化

に

よ

っ
て
、
ど
の
よ
う
な
集
団
の
形
式
が
作
ら
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
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し
か
し
、
民
俗
学
と
い
う
の
は
、
都
市
社
会
と
い
う

「熱
い
社
会
」
に
直
面

し
て
い
な
が
ら
、

「凍

っ
た
社
会
」

を
相
手
に
し
て
安
住
し
、
恒
久
不
変
性
と

安
定
性
に
特
権
を
与
え
る
傾
向
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ジ

ャ
ッ
ク

・

グ

ッ
ト
ヴ
ィ
ル
ス
が

「人
類
学
的
想
像
力
」
と
呼
ぶ
、
分
析
の
可
能
性
を
証
明

し
て
み
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

注(1
)

先
駆
的
業
績
、
高
木
広
夫
、
『
日
本

の
新
興
宗
教
』
、
岩
波
書
店
、

一
九

五
八

佐
木
秋
夫
、
『
新
興
宗
教
』
、
青
木
書
店
、
一
九
六
〇
、
を
参
照
。

(2
)

宗
教
社
会
学

の
最
近

の
動
き

の
総
括
と
し

て
、
西
山
茂

は
、
宗
教
社
会
学

研
究
会
が
、

一
九
七
五
年
か
ら

一
九
九
〇
年
ま

で
活
動
し
、
宗
教

の
動
向

に

目
を
向

け
た
主
な
研
究
機

関

で
あ

っ
た
と
報
告
し

て
い
る

(「
研
究
対
象

と

し

て
の
新
宗
教
」

・
宗
教
社
会
学
研
究
会
編

『
い
ま
宗
教
を

ど
う
と
ら
え
る

か
』
海
鳴
社
、

一
九
九

二
)
。

(3
)

田
丸
徳
善

「世

俗
化
」
・
「
観
念

の
妥
当
性
」

『東
洋
学
術

研
究
』

二
六
-

一
、
一
九
八
七
。

(4
)

た
だ
し
、

日
本
宗
教
史

へ
の
こ
の
概
念

の
適
用

に

つ
い
て
は
、
林
渟

の
興

味
深

い
仮
説
が
あ

る
こ
と
を
指
摘
し

て
お
く

(林
渟

・

「世
俗
化
」

の
日
本

宗
教
史

へ
の
適
用
可
能
性

に

つ
い
て

・

『
宗
教
研
究
』

二
八

四
、

一
九
九

一
、

二
六
八
-

二
七
〇
頁
)
。

我

々
の
、

よ
り
民
族
学
的
な
展
望

の
範

囲

で
は
、

同
時
代

の
日
本
社
会

に
お
け

る
祖
先
祭
祀
と

そ
の
変
容

に
関
す

る
森
岡
清
美

の
言
及
も
指
摘

で
き

る
。

(「
先
祖
祭
祀
と

日
本

の
世
俗
化
」

・

『東
洋
学
術

研
究
』

二
五
-

一
、

一
九
八
六
)

(
5
)

臣

げ
冨
コ

罰

、.日
9

》
巨
訂

8

0
δ
σq
団

o
{
渕
位
一αq
δ
ロ
の
ζ
o
<
Φ
∋
①
導
ω
日

ヰ
o
ヨ

国
×
覧
き

9
菖
8

8

一三
①
弓
お
冨
ゴ
o
コ
.、噂
ω
o
。
巨

菊
①
ω
Φ
輿
。
戸

ま

亠

"

一
㊤
刈
㊤
.

(
6
)

運
動
、

と
は

「
超
俗
」

(世
界

へ
の
応
答

に
関
す

る
ウ

ィ
ル
ソ
ン
的
定
式

化

の

な

か

で
言

わ

れ

た

「世

界

膨

張

」
)

を

指

す

。

(しd
煢

o
づ
芝

一一ω
o
戸

男
①
亭

αq
一〇
ロ

ぎ

ω
o
o
一〇
一〇
σq
一8

一
勺
奠

ω℃
Φ
o
江
〈
ρ

○
×
ま

a

噂
○
×
ho
乙

d
巳

く
奠
ω
一蔓

℃
『Φ
の
ρ

お

◎。
b。
"
ま

た

は
、

力
・
≦

巴
一声

..↓
ゴ
①

国
一Φ
日
Φ
コ
貳

q

閃
o
同∋
ω

o
h

ま

Φ

Z
①
芝

幻
Φ
一一σq
δ
ロ
ω

=

h①
.、一
〉
づ
づ
⊆
巴

力
Φ
<
一Φ
芝

o
h
9

Φ

Qり
o
o
芭

ω
o
苧

①
づ
8

ω
o
h
幻
Φ
一一αq
δ
p

。。
一
お

刈
㊤
を

参

照

)
。

(
7
)

U
o
三
Φ
=
①

=
奠

証
Φ
ロ
宀

0
αq
Φ
『田
く
奠
ω

巨

8

亳

Φ
穹

。
訂

一ω
夛

巳

ω
∋
巴

-

冒

寓
o
α
o
o
皀
o
コ
帥

一①
ω
o
o
一〇
一〇
σq
一Φ
α
仁
o
げ
二
の
江
o
艮

ωヨ

①
o
o
o
一α
Φ
三

巴

ー

ピ
Φ
ω
巴

三

〇
霧

α
=

O
奠

b
勺
穹

一ω.
一
㊤
◎。
N

O
』

一
①
■

(
8
)

同
掲

書

、

二

一
七

頁

。

(
9
)

と

り

わ

け

、

、、↓
ゴ
Φ
℃
冨
o
Φ

O
h
》
口
o
①
ω
けo
磊

一昌

葺

Φ

Z
Φ
≦

菊
Φ
=
σq
δ
づ
、.曽

日
本

文

化

研

究

所

紀

要

、

六

二

、

一
九

八

八

、

こ

の
英

訳

か

ら

引

用

し

た

。

(
10
)

『太

陽

の
法
』

特

に
、

冒

頭

の
章

「太

陽

の
昇

る

と

き
」

角

川

書

店

、

一

九

九

〇

。

(
11
)

..Qり
三
巨

0

9
づ
α

甚

Φ

ω
雷

8

一
8
。。
1
一り
。。。。
..闇
写

ぎ
8

8

コ

d
巳
く
奠

ω一蔓

写

Φ
ω
ρ

お

。。
P

O
』

。。
の
な

か

で
、

缶
Φ
一①
口

自
穹

α
o
o
お

に

よ

っ
て
提

唱

さ
れ

た

テ
ー

ゼ

。

(
12
)

.、冨

℃
き

Φ
ω
①
菊
巴

σq
δ
コ

p
巳

ω
0
9
①
蔓

-

臣

鑓

臼

σq
∋

ω
o
h
の
け霍

。
ε

8

0
口
Ω
O
ゴ
9
口
αq
Φ
、、》
ω
S
8

d
三

く
奠
ω
一蔓

o
h
乞
Φ
≦
-網
o
爵

写

①
ωω
噂
一
㊤
㊤
N

b
・ω
刈

(
13

)

O
筥
Φ
ω
内
8

♀

..じ
Φ
。。
b
9

江
ρ
ロ
①
ω
9

望

窪

.、㌔

⇔
駐

し
①
Q。
Φ
巨

藁

㊤
り
ω
.

(
14

)

こ

の
点

は

、

発

展

と

い
う

も

の
が

、

本

質

的

に
、

出

現

し

た

地

盤

、

区

域

に
止

ま

っ
て
お

り

、

た

と

え

ば

、

ヨ

ー

ロ

ッ
パ
や

中

国

で

の

よ
う

に
大

規

模

に
革

命

的

な

運

動

を

生

ん

だ

り

は

し

な

い
、

日
本

の
千

年

王

国

的

運

動

の
も

つ
相

対

的

な

「
脆

弱

さ

」

と

関

連

さ

せ

て
、

研

究

さ
れ

て

い

る

よ
う

だ

。

(
15

)

こ

の

テ

ー

マ
に

つ
い

て

は
、

宮

田

登

の
研

究

、

特

に

『
ミ

ロ
ク
信

仰

の
研

究

』

未

来

社

、

一
九

七

五

・

『
土

の
思

想

」

創

文

堂

、

一
九

八

七

・

『終

末

観

の
民

俗

学

』

弘

文

堂

、

一
九

八

七

・

『
心

直

し

』

小

学

館

、

一
九

九

三
、

を

参

照

。

(16

)

フ

ラ

ン

ス

の
場

合

・
都

市

人

類

学

、

お

よ
び

、

宗

教

人

類

学

の
範

囲

で

は
、

ジ

ャ

ッ

ク

・
グ

ッ

ト

ヴ

ィ

ル

ス

の

本

の

冒

頭

部

分

、

.、冨

δ
づ
ω
b
o
霞
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一.帥
三

訂

o
眉
o
一〇
αq
一〇

霞

げ
巴
口
①
、."
一.=
o
ヨ
§

ρ

図
図
戸

倉

一㊤
◎。
卜。
矯
O
・
α
-
N
ω
旧

、.》
導

寓

o
b
o
一〇
〇q
一①

ξ

σ
巴
器

円
①
一一αq
一窪

ω
Φ
"
口
口
Φ

一三

8
α
ロ
o
寓
o
口
、、蜜
〉
雫

9

一く
Φω
9

の
ω
o
一8

8

の
ω
o
o
一巴
①
.ω
匹
Φ
ω
閑
o
一一σq
一〇
口
ω為

G。
》
一8

一も

●
α
1
一伊

を

引

用

し

た
。

宗

教

民

俗

学

の
分

野

で

は
、

一Φ

O
o
日

ま

α
Φ
の

↓
冨

く
9
ロ
×

田

ω
8
ユ
ρ
信
Φ
ω
簿

ω
9
0
ロ
菖
{5
ロ
o
P

の
公

け

に
し

て
き

た
著

作

、

、、国
芸

ロ
皀
?

oq
δ

α
①
ω
富
津
ω
冨

嵩
ひQ
融
信
×

Φ
昌

国
ロ
同
o
O
Φ
、.・
ρ

、り

甲

ω
`
℃
①
ユ
ρ

一〇
㊤
ρ

が

、

四
十

七

の
寄

与

と

、

さ

ら

に

も

っ
と

以
前

の
、

多

様

な

ア
プ

ロ
!
チ

を

紹

介

、

同

時

代

の
宗

教

界

の
激

し

い
変

革

に
対

し

て
、

社

会

学

、

お

よ

び

、

民

族

学

が

注

目

し

て

い

る

と

い

う

こ

と
を

指

摘

し

て

い

る
。

ま

た

、

同

様

に
、

歴

史

家

、

宗

教

社

会

学

者

、

民

族

学

者

の
会

し

た

円
卓

会

議

を
、

、.ピ
9

Ω

融

卑

一Φ

ω
四
〇
み
..》
と

い
う

概

括

的

タ

イ

ト

ル

で
再

編

集

し

た
、

現

在

の

、国
鉱
ω
o
ロ
.

誌
特

別
号

(恥

血

、

一
九
九
二
)
か
ら
も
引
用
し

た
。

日
本

の
場
合

"
都
市

フ
ォ
ー
ク

ロ
ア
の
範
囲

で
は
、
雑

誌

『
歴
史
公
論
』

の
特

別
号

「
都
市

の
民
俗
学
」

(
恥

7

、

一
九
八
三
)
、

岩
本
通
弥
、

倉
石

忠
彦

、
小
林
忠
雄
編

『
都
市
民
俗
学

へ
の
い
ざ

な
い

一
』

「
混
沌
と
生
成
」
、

『
都
市

民
俗

学

へ
の
い
ざ
な

い
二
』
「
情
念
と
宇
宙
」
雄
山

閣
、

一
九
八
八
、

小
林
忠

雄

『都
市
民
俗
学
-
都
市

司
o
涛

ω
o
o
一Φ
な
』

名
著
出
版
、

一
九
九

〇
。

世
俗
化
現
象

の
再
考
と
し

て
は
、

都
市

の
宗
教

に

つ
い

て
の
石
井
研
士

の
研
究

「
都
市
化
と
宗
教
ー
世
俗
化
論
再
考
」

『
東
洋
学
術
研
究
』

二
五
-

一
、

一
九
八
六
、

『
銀
座

の
神

々
1
都
市

に
溶

け
込

む
宗
教
』

新

曜
社

、

一

九
九

四
を
参

照

の
こ
と
。

一51一

世俗化にっいての人類学的視線


