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公
的
領
域
と
宗
教
、
宗
教
多
元
主
義

　

近
代
の
民
主
的
で
リ
ベ
ラ
ル
な
国
家
と
社
会
の
形
成
に
お
い
て
、
公
的
領
域
は
「
世
俗
的
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、「
宗
教
」
は
私
的
領
域
に
留
ま
る
べ
き
で
あ

る
と
主
張
さ
れ
て
き
た
。
近
代
化
の
進
展
に
伴
い
、「
宗
教
」
は
「
私
事
化
」
し
て
い
く
と
い
う
主
張
と
対
応
す
る
主
張
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
現
実
に
は
イ
ス
ラ
ー

ム
復
興
や
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
保
守
的
福
音
派
や
フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ
リ
ス
ト
の
活
発
な
活
動
、
世
界
規
模
で
の
ペ
ン
テ
コ
ス
タ
リ
ズ
ム
の
興
隆
な
ど
、
世
界

各
地
で
宗
教
の
「
脱
私
事
化
」
の
傾
向
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
ま
た
従
来
か
ら
宗
教
の
社
会
統
合
の
機
能
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
、
近
代
の
民
主
主
義
社
会
の

形
成
に
当
た
っ
て
も
、
世
俗
的
合
理
性
を
超
え
た
何
ら
か
の
作
用
の
必
要
性
が
自
覚
さ
れ
て
き
た
こ
と
な
ど
に
基
づ
き
、
宗
教
の
公
的
領
域
へ
の
影
響
が
認
め
ら
れ

る
べ
き
か
否
か
、
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
い
か
に
し
て
か
、
と
い
っ
た
こ
と
が
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

　

リ
ベ
ラ
ル
が
公
的
領
域
か
ら
「
宗
教
」
の
影
響
力
を
排
除
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
は
、「
宗
教
」
が
多
元
的
で
多
様
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
ら
の
間
に

生
じ
う
る
対
立
や
衝
突
が
も
た
ら
す
混
乱
か
ら
公
的
領
域
を
守
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
も
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、「
宗
教
多
元
主
義
」
は
宗
教
の
多
元
性
・

複
数
性
に
関
す
る
あ
る
種
の
弁
証
・
弁
明
で
あ
り
、
多
元
的
な
宗
教
的
真
理
主
張
ど
う
し
の
対
立
と
い
う
問
題
に
対
す
る
何
ら
か
の
解
決
策
の
提
示
を
試
み
る
も
の

で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
は
こ
の
「
宗
教
多
元
主
義
」
が
、
公
共
宗
教
論
、
と
り
わ
け
公
的
領
域
に
お
け
る
宗
教
の
営
み
や
発
言
を
制
限
す
べ
き
か
ど
う
か
と
い
う
議
論
と

宗
教
多
元
主
義
と
公
共
宗
教
論

保　

呂　

篤　

彦
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二

宗
教
多
元
主
義
と
公
共
宗
教
論

い
か
な
る
関
わ
り
を
も
ち
う
る
か
、
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
議
論
か
ら
何
を
学
び
う
る
か
と
い
う
問
題
を
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二　
「
宗
教
多
元
主
義
」
と
い
う
言
葉

　

本
稿
の
主
題
の
一
部
で
あ
る
「
宗
教
多
元
主
義
」
と
い
う
言
葉
は
、〝religious pluralism

〞
と
い
う
言
葉
の
翻
訳
語
と
し
て
、
す
で
に
日
本
語
に
定
着
し
て
い

る
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
こ
の
〝religious pluralism

〞
と
い
う
言
葉
は
、
こ
の
ほ
か
「
宗
教
多
元
論
」「
宗
教
多
元
現
象
」
な
ど
と
翻
訳
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

こ
の
う
ち
の
「
宗
教
多
元
現
象
」
と
い
う
訳
語
が
端
的
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、〝religious pluralism

〞
と
い
う
語
は
お
よ
そ
《
宗
教
が
複
数
存
在
す
る
》
と
い

う
現
象
や
事
実
、
状
況
な
ど
を
単
に
指
示
す
る
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、「
宗
教
多
元
主
義
」
や
「
宗
教
多
元
論
」
と
い
う
訳
語
が
当
て

ら
れ
る
場
合
、
こ
の
語
は
た
い
て
い
、
単
な
る
現
象
や
事
実
、
状
況
な
ど
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
あ
る
特
定
の
考
え
方
や
姿
勢
、
態
度
を
意
味
し
て
い
る）

1
（

。

　

こ
の
宗
教
の
多
元
性
、
宗
教
の
多
元
現
象
に
対
す
る
姿
勢
や
態
度
の
代
表
的
な
も
の
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
「
諸
宗
教
の
神
学
」
に
お
け
る
一
つ
の
理
論
の
類
型
、

ま
た
宗
教
哲
学
的
理
論
の
一
つ
と
し
て
の
「
宗
教
多
元
主
義
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
し
ば
し
ば
「
排
他
主
義
」（exclusivism

）
や
「
包
括
主
義
」（inclusivism

）

と
の
対
比
で
規
定
さ
れ
、
自
分
自
身
が
コ
ミ
ッ
ト
す
る
宗
教
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
み
な
ら
ず
、
他
の
諸
宗
教
に
も
そ
れ
ら
独
自
の
真
理
と
救
済
を
認
め
た
上
で
、

互
い
に
相
容
れ
な
い
真
理
主
張
を
す
る
複
数
の
宗
教
の
存
在
と
い
う
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
理
論
で
あ
る
と
纏
め
て
し
ま
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
ま
で
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
宗
教
多
元
主
義
」
理
論
が
提
出
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
な
か
で
も
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
者
で
あ
り
、
宗
教
哲
学
者
で
も
あ
る
ジ
ョ

ン
・
ヒ
ッ
ク
の
理
論
を
そ
の
代
表
例
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ヒ
ッ
ク
は
先
の
主
張
を
基
礎
づ
け
る
に
あ
た
っ
て
、「
実
在
」（the R

eal

）
と

い
う
概
念
を
使
用
し
、
偉
大
な
宗
教
伝
統
は
何
れ
も
こ
の
同
じ
「
実
在
」
の
呼
び
か
け
に
対
す
る
人
間
の
「
応
答
」
で
あ
り
、
そ
の
表
現
が
多
様
で
と
き
に
互
い
に

相
容
れ
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
伝
統
を
生
み
育
ん
だ
歴
史
と
文
化
の
相
違
に
基
づ
く
の
で
あ
っ
て
、
同
じ
「
実
在
」
へ
の
「
応
答
」（response

）

で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
の
何
れ
も
が
真
な
る
宗
教
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
そ
う
判
断
す
る
基
準
と
し
て
、
そ
の
伝
統
内
部
で
生
じ
る
人
間
の
生
の
「
変

革
」（transform

ation

）、
つ
ま
り
自
己
中
心
的
な
あ
り
方
か
ら
「
実
在
」
中
心
的
な
あ
り
方
へ
の
変
革
と
い
う
現
象
を
挙
げ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ヒ
ッ
ク
の
「
宗

教
多
元
主
義
」
は
、
多
様
な
宗
教
を
、「
実
在
」
へ
の
「
応
答
」
と
、
人
間
存
在
の
変
革
と
い
う
共
通
の
基
準
と
に
よ
っ
て
捉
え
う
る
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、「
通
約

的
多
元
主
義
」
の
一
類
型
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る（

２
）。
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三

　

と
こ
ろ
で
、
宗
教
の
多
元
的
状
況
は
、
神
学
や
哲
学
の
理
論
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
現
実
に
こ
の
世
界
、
こ
の
社
会
を
生
き
て
い
く
上
で
も
、
こ
の
状
況
に
直

面
す
る
者
が
そ
れ
に
対
し
て
何
ら
か
の
姿
勢
や
態
度
を
取
る
よ
う
迫
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
神
学
的
な
い
し
哲
学
的
な
理
解
や
態
度

と
必
ず
し
も
同
じ
で
は
あ
る
ま
い
。
例
え
ば
、
Ｌ
・
Ｅ
・
グ
ッ
ド
マ
ン
に
お
け
る
よ
う
に
、「
私
た
ち
は
﹇
諸
宗
教
の
﹈
見
解
や
伝
統
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
相
違
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
相
手
の
や
り
方
を
受
け
入
れ
た
り
、
自
分
た
ち
自
身
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
放
棄
し
た
り
す
る
こ
と
な
く
、
互
い
に
尊
敬
し
合
い
、
相
手
の
や
り

方
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る（

３
）」

の
で
あ
り
、
実
際
に
宗
教
多
元
的
な
社
会
に
お
い
て
、
私
た
ち
は
そ
の
よ
う
に
対
処
す
べ
き
だ
と
い
う
立
場
を
指
し
て
「
宗
教
多
元

主
義
」
と
呼
ん
で
い
る
研
究
者
も
あ
る
。
グ
ッ
ド
マ
ン
の
「
宗
教
多
元
主
義
」
の
見
方
で
は
、
人
間
社
会
は
「
互
い
に
相
違
す
る
価
値
や
慣
行
、
信
念
な
ど
を
受
け

入
れ
る
余
地
」
を
も
ち
、「
個
人
に
せ
よ
集
団
に
せ
よ
、
あ
ら
ゆ
る
相
違
を
生
じ
る
相
違
を
曖
昧
に
し
た
り
、
高
度
な
真
剣
さ
を
単
な
る
娯
楽
か
ら
区
別
す
る
真
剣

さ
を
鈍
ら
せ
た
り
す
る
こ
と
な
く
、自
分
た
ち
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
維
持
す
る
た
め
の
余
地
を
許
す（

４
）」
の
で
あ
り
、そ
れ
ゆ
え
、彼
の
「
宗

教
多
元
主
義
」
は
、「
相
対
主
義
」
や
「
懐
疑
主
義
」
の
よ
う
に
「
道
徳
の
放
棄
や
霊
的
沈
黙
を
要
求
し
な
い（

５
）」

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
グ
ッ
ド
マ
ン
の
言
う
「
宗

教
多
元
主
義
」
は
、
多
元
的
で
多
様
な
宗
教
の
公
的
領
域
に
お
け
る
活
動
や
発
言
に
い
か
に
対
処
す
べ
き
か
と
い
う
社
会
の
あ
り
方
に
関
す
る
理
論
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
宗
教
の
多
元
性
と
い
う
事
実
に
対
す
る
姿
勢
や
態
度
と
い
う
規
範
的
性
質
を
も
つ
と
い
う
点
に
お
い
て
、
ヒ
ッ
ク
の
神
学
的
・
宗
教
哲
学
的
理
論
と
共
通
す
る

し
、
個
々
に
も
共
通
点
が
あ
る
も
の
の
、
基
本
的
に
位
相
が
異
な
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

　

こ
の
後
、
本
稿
で
は
、
特
に
神
学
的
・
宗
教
哲
学
的
理
論
で
あ
る
「
宗
教
多
元
主
義
」
が
、
公
共
宗
教
を
め
ぐ
る
諸
議
論
お
よ
び
そ
の
諸
問
題
と
ど
の
よ
う
に
関

わ
り
う
る
か
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

三　

Ｊ
・
ヒ
ッ
ク
の
「
宗
教
多
元
主
義
」
と
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
に
お
け
る
社
会
的
実
践

　

前
節
で
言
及
し
た
ヒ
ッ
ク
は
、
神
学
的
・
哲
学
的
理
論
と
し
て
の
「
宗
教
多
元
主
義
」
の
主
要
な
提
唱
者
で
あ
る
と
と
も
に
、
一
九
六
七
年
以
降
、
宗
教
多
元

的
な
様
相
を
呈
す
る
イ
ギ
リ
ス
社
会
に
お
い
て
、
そ
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
「
宗
教
多
元
主
義
」
と
に
基
づ
い
て
「
宗
教
」
的
主
張
を
行
い
、
そ
れ
を
実
現
す
べ

く
実
践
的
な
活
動
を
し
た
人
物
で
も
あ
る
。
そ
の
活
動
と
は
具
体
的
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
・
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
市
に
お
け
る
地
域
交
流
委
員
会
に
お
け
る
諸
宗
教
問
題

へ
の
対
応
（
一
九
六
九
―
一
九
七
四
年
、
同
委
員
会
委
員
長
）、
同
宗
教
教
育
専
門
委
員
会
に
よ
る
宗
教
教
育
の
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
（
一
九
七
一
―
一
九
七
四
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四

宗
教
多
元
主
義
と
公
共
宗
教
論

年
、
同
委
員
会
委
員
長
）、
同
じ
く
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
を
中
心
と
し
て
実
践
さ
れ
た
Ａ
Ｆ
Ｆ
Ｏ
Ｒ
（A

ll Faiths for O
ne R

ace

）
の
活
動
（
一
九
七
二
―
一
九
七
三
年
、

一
九
七
九
―
一
九
八
〇
年
委
員
長
、
一
九
八
〇
―
一
九
八
五
年
会
長
、
た
だ
し
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
在
住
は
一
九
八
二
年
ま
で
）
で
あ
る
。
ヒ
ッ
ク
の
述
べ
る
と
こ
ろ
に

よ
る
と
、
当
時
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
人
種
差
別
が
「
国
民
戦
線
」（N

ational Front

）
や
「
イ
ギ
リ
ス
国
民
党
」（N

ational Party

）
と
い
っ
た
組
織
に
よ
っ
て
推

進
さ
れ
て
お
り
、
警
察
内
部
な
ど
を
中
心
に
イ
ギ
リ
ス
国
内
に
一
種
の
カ
ル
チ
ャ
ー
と
し
て
隠
然
と
蔓
延
っ
て
い
た
が
、
彼
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
信
仰
を
も
つ
人
々
と

と
も
に
Ａ
Ｆ
Ｆ
Ｏ
Ｒ
の
運
動
を
組
織
し
、
こ
れ
を
撤
廃
す
べ
く
精
力
的
に
活
動
し
た
の
で
あ
る
。
ヒ
ッ
ク
に
よ
る
と
、
当
時
こ
の
人
種
差
別
に
対
し
て
、「
教
会
も

政
府
も
そ
の
姿
勢
が
慎
重
に
過
ぎ
て
、
全
く
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
無
力
で
あ
り
」、「
妥
協
を
許
さ
な
い
挑
戦
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た（

６
）」
の
で
あ
る
。

　

ヒ
ッ
ク
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
公
的
領
域
で
の
活
動
は
、
彼
が
神
学
的
「
宗
教
多
元
主
義
」
を
形
成
す
る
過
程
と
並
行
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
（『
神
の
受
肉

と
い
う
神
話
』（
一
九
七
七
年
）、『
神
は
多
く
の
名
前
を
も
つ
』（
一
九
八
〇
年
）、『
宗
教
多
元
主
義
の
諸
問
題
』（
一
九
八
五
年
）、『
宗
教
の
解
釈
』（
一
九
八
九
年
））、

こ
の
「
宗
教
多
元
主
義
」
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
多
信
仰
の
人
々
と
の
協
働
を
通
し
て
、
ま
た
彼
ら
と
の
密
接
な
人
格
的
交
わ
り
の
な
か
で
、
彼
の
い
わ
ゆ
る

「
通
約
的
」
な
「
宗
教
多
元
主
義
」
が
形
成
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
は
疑
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
九
八
〇
年
に
イ
ギ
リ
ス
で
出
版
さ
れ
た
『
神
は
多
く
の
名
前
を

も
つ
』
と
い
う
書
物
は
、「
宗
教
多
元
主
義
」
の
神
学
者
と
し
て
の
彼
の
名
を
世
界
に
知
ら
し
め
た
書
物
で
あ
る
が
、
神
学
的
議
論
を
展
開
す
る
論
考
と
並
ん
で
、

あ
る
い
は
そ
の
な
か
に
、
イ
ギ
リ
ス
社
会
の
宗
教
多
元
的
状
況
に
関
す
る
解
説
や
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
と
人
種
問
題
な
ど
、
極
め
て
実
践
的
な
問
題

に
関
す
る
論
考
や
議
論
が
併
存
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
も
ま
た
、
ヒ
ッ
ク
に
と
っ
て
「
宗
教
多
元
主
義
」
と
い
う
神
学
的
・
宗
教
哲
学
的
理
論
が
公
的
領
域
に
お
け

る
社
会
実
践
と
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う（

７
）。

　

た
だ
し
、
彼
の
こ
の
活
動
は
、
い
わ
ゆ
る
諸
「
宗
教
」
伝
統
の
範
囲
に
の
み
留
ま
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
彼
が
作
成
に
努
め
た
「
新
学
習
指
導
要
領
」
は
、

宗
教
的
な
「
多
信
仰
」
を
考
慮
に
入
れ
て
い
た
ば
か
り
で
は
な
く
、「
共
産
主
義
」
や
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
の
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
「
世
俗
的
信
仰
」（secular 

faiths

）
（
８
）

や
、「
世
俗
的
世
界
観
」（secular w

orld-view
s

）
（
９
）

、「
生
に
対
す
る
非
宗
教
的
姿
勢
」（non-religious stances for living

））
10
（

を
も
教
育
内
容
に
含
む
も
の

と
し
て
合
意
さ
れ
た
し
、
Ａ
Ｆ
Ｆ
Ｏ
Ｒ
の
活
動
の
方
も
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
（
英
国
国
教
会
派
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
、
自
由
教
会
代
表
、
ク
エ
ー
カ
ー
）、

ム
ス
リ
ム
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
、
シ
ー
ク
教
徒
に
加
え
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
で
あ
る
ジ
ョ
ン
・
プ
ラ
マ
ー
と
い
う
有
力
人
物
と
の
協
働
で
も
あ
っ

た）
11
（

。
神
学
的
・
宗
教
哲
学
的
な
「
宗
教
多
元
主
義
」
理
論
に
お
い
て
は
「
実
在
に
対
す
る
応
答
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
超
越
的
実
在
を
認
め
な
い
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
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ム
」
や
「
マ
ル
ク
ス
主
義
」
は
「
宗
教
」
と
い
う
概
念
（「
家
族
的
類
似
性
」（fam

ily resem
blance

）
に
基
づ
く
と
さ
れ
る
）
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
が
、
公
的

領
域
で
の
対
話
と
協
働
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
、
ヒ
ッ
ク
は
「
世
俗
的
信
仰
」
や
「
世
俗
的
理
性
」
を
排
除
し
て
い
な
い
。「
家
族
的
類
似
性
」
と
ヒ
ッ
ク
の
「
宗

教
多
元
主
義
」
理
論
と
が
ど
の
よ
う
に
し
て
整
合
的
に
結
び
つ
け
ら
れ
う
る
の
か
十
分
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
こ
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ

た
考
え
方
を
文
字
通
り
受
け
取
る
と
、「
実
在
へ
の
応
答
」
に
基
づ
く
「
宗
教
」
と
そ
う
で
な
い
「
非
宗
教
」
と
を
概
念
の
内
包
に
よ
っ
て
決
定
的
に
区
別
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う）

12
（

。

　

と
こ
ろ
で
、「
宗
教
多
元
主
義
」
と
い
う
神
学
的
・
宗
教
哲
学
的
理
論
の
構
築
自
体
は
「
宗
教
」
的
な
活
動
で
は
な
く
、「
学
問
」
と
い
う
「
世
俗
」
的
と
言
っ
て

よ
い
よ
う
な
活
動
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
厳
密
に
は
「
宗
教
」
で
は
な
い
、
い
わ
ば
「
世
俗
」
的
な
活
動
と
結
び
つ
き
な
が
ら
、
ヒ
ッ
ク
の
「
宗
教
多
元
主
義
」

は
諸
「
宗
教
」
に
基
づ
く
活
動
と
し
て
「
宗
教
教
育
学
習
指
導
要
領
」
の
改
訂
や
人
種
差
別
撤
廃
の
た
め
の
活
動
を
公
的
領
域
で
展
開
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
上
述
の
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ヒ
ッ
ク
も
ま
た
「
世
俗
」
と
「
宗
教
」
と
い
う
区
別
を
一
応
前
提
し
て
諸
々
の
議
論
を
組

み
立
て
て
は
い
る
も
の
の
、
彼
の
「
宗
教
多
元
主
義
」
と
い
う
学
問
の
営
み
自
体
に
、「
世
俗
」
と
「
宗
教
」
と
い
う
二
項
対
立
的
思
考
を
破
る
面
が
あ
る
と
言
わ

ざ
る
を
え
な
い
。

　

さ
て
、
ヒ
ッ
ク
に
よ
る
神
学
的
・
宗
教
哲
学
的
「
宗
教
多
元
主
義
」
理
論
は
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
、「
通
約
的
宗
教
多
元
主
義
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
性
格
を

有
し
て
お
り
、
何
れ
の
宗
教
も
、
究
極
に
お
い
て
同
じ
唯
一
の
（
超
越
的
）「
実
在
」
に
対
す
る
「
応
答
」
で
あ
る
と
仮
説
的
に
考
え
る
。
そ
の
「
応
答
」
の
表
現

は
、
各
伝
統
を
生
み
育
ん
で
き
た
歴
史
と
文
化
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
例
え
ば
「
実
在
」
は
「
人
格
」（persona

）
と
し
て
経
験
さ
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、

「
非
人
格
」（im

persona

）
と
し
て
経
験
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
こ
れ
ら
は
論
理
的
に
は
両
立
せ
ず
、
調
停
の
可
能
性
は
な
い
。
ヒ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
彼
の
「
宗
教

多
元
主
義
」
は
「
相
補
的
」（com

plem
entary

）
な
多
元
主
義
で
あ
り
、
自
分
自
身
の
伝
統
の
経
験
は
ま
さ
し
く
「
実
在
」
に
対
す
る
応
答
を
正
し
く
表
現
し
て

い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
唯
一
の
可
能
性
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
多
く
の
可
能
な
表
現
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
自
覚
し
、
他
の
多
様
な
伝
統
を
尊
重
し
、
そ
こ

か
ら
学
ぶ
こ
と
の
意
義
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
互
い
に
相
違
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
相
互
に
調
停
不
可
能
と
さ
え
思
わ
れ
る
よ
う
な
考
え
方
や
規
範
の
対
立
が
現
実
生
活
上
で
生
じ
る
よ

う
な
場
合
に
つ
い
て
、
ヒ
ッ
ク
が
そ
の
問
題
解
決
の
方
途
に
つ
い
て
十
分
に
考
え
て
い
た
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
例
え
ば
、『
ジ
ョ
ン
・
ヒ
ッ
ク
自
伝
』
に
は
、
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Ａ
Ｆ
Ｆ
Ｏ
Ｒ
で
と
も
に
活
動
し
た
ム
ス
リ
ム
の
委
員
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　

 　

一
九
七
二
年
、
Ａ
Ｆ
Ｆ
Ｏ
Ｒ
運
営
委
員
会
に
ち
ょ
っ
と
し
た
事
件
が
起
こ
っ
た
。
バ
シ
ア
・
ア
ワ
ン
が
逮
捕
さ
れ
、
殺
人
未
遂
で
起
訴
さ
れ
た
の
だ
。
十
七

歳
に
な
る
ア
ワ
ン
の
娘
が
パ
キ
ス
タ
ン
の
若
者
と
駆
落
ち
を
し
た
。
し
か
も
こ
の
場
合
、
家
の
名
誉
に
関
す
る
パ
サ
ン
族
の
掟
で
は
、
相
手
の
男
の
血
を
見
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
バ
シ
ア
は
わ
ざ
と
浅
い
傷
で
す
む
よ
う
に
若
者
を
撃
ち
、
警
察
に
通
報
し
た
。
ア
ワ
ン
が
ど
ん
な
人
物
で
あ
る
か
を
よ
く
承
知
し
て
い

た
の
で
、
私
は
、
彼
が
本
当
に
若
者
を
殺
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
こ
と
を
察
し
て
い
た
。
す
ぐ
さ
ま
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
・
グ
リ
ー
ン
刑
務
所
に
彼
を
訪
ね
た
。

そ
し
て
数
カ
月
後
の
法
廷
で
、
私
は
レ
オ
ナ
ー
ド
・
シ
フ
と
と
も
に
被
告
の
性
格
を
証
言
す
る
証
人
と
な
っ
た
（
シ
フ
の
ほ
う
が
私
よ
り
上
手
に
そ
の
役
割
を

果
た
し
た
）。
裁
判
官
は
名
誉
に
関
す
る
掟
と
い
う
説
明
を
受
諾
し
、
加
え
て
バ
シ
ア
に
は
ほ
か
に
娘
が
い
な
い
と
い
う
事
実
も
踏
ま
え
た
う
え
で
、
条
件
付

き
の
釈
放
を
認
め
た
。

　
　

 　

当
時
の
私
の
日
記

―
初
期
の
事
情
聴
取
の
後
で
保
釈
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
と
き
に
書
か
れ
た
も
の

―
に
よ
る
と
、「
事
後
の
心
地
よ
い
光
景
。
ア
ワ

ン
の
息
子
た
ち
、「
被
害
者
」、
娘
、
事
件
担
当
の
刑
事
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
検
事
長
、
レ
オ
ナ
ー
ド
・
シ
フ
、
村
長
、
私
、
そ
の
他
の
パ
キ
ス
タ
ン
人
…
…
、
ま
あ

何
と
仲
よ
く
一
同
が
裁
判
所
の
ロ
ビ
ー
で
お
し
ゃ
べ
り
を
楽
し
ん
で
い
る
こ
と
か）

13
（

」。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
解
決
が
常
に
可
能
な
わ
け
で
は
な
い
し
、
す
べ
て
の
ム
ス
リ
ム
が
こ
の
よ
う
な
解
決
を
よ
し
と
す
る
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
異
な
る
宗
教
的

理
性
ど
う
し
が
、
ま
た
宗
教
的
理
性
と
い
わ
ゆ
る
世
俗
的
理
性
と
が
根
本
的
な
対
立
に
直
面
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
、
宗
教
多
元
主
義
者
は
ど
の
よ

う
に
考
え
、
い
か
に
対
処
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

四　
「
世
俗
」
と
「
宗
教
」

　

さ
て
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
世
俗
主
義
の
立
場
か
ら
は
、
公
的
領
域
、
と
り
わ
け
政
治
的
領
域
に
お
け
る
諸
宗
教
に
基
づ
く
発
言
や
活
動
は
リ
ベ
ラ
ル
な
政

治
社
会
の
存
立
に
と
っ
て
利
益
に
な
ら
な
い
と
主
張
さ
れ
た
り
、
公
的
領
域
に
お
け
る
議
論
や
対
話
は
あ
く
ま
で
も
世
俗
的
言
語
を
も
っ
て
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
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七

り
、
諸
宗
教
が
そ
れ
に
参
画
す
る
に
し
て
も
、
そ
の
場
合
、
そ
の
宗
教
的
言
語
は
、
他
の
宗
教
的
・
世
俗
的
な
さ
ま
ざ
ま
な
参
加
者
の
理
解
を
得
る
た
め
に
世
俗
的

言
語
に
翻
訳
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、（
例
え
ば
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
ら
に
よ
っ
て
）
主
張
さ
れ
て
き
た
。
つ
ま
り
、
世
俗
的
言
語
が
非
宗
教
的
な
人

に
も
あ
ら
ゆ
る
宗
教
伝
統
に
所
属
す
る
人
々
に
も
理
解
さ
れ
う
る
共
通
の
言
語
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
議
論
が
行
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る）

14
（

。

　

し
か
し
、「
世
俗
」
対
「
宗
教
」
と
い
う
こ
の
二
項
対
立
は
果
た
し
て
普
遍
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
う
る
枠
組
み
な
の
で
あ
ろ
う
か
。「
宗
教
概
念
論
」
や
宗
教
本
質

論
批
判
と
呼
ば
れ
る
議
論
の
展
開
と
も
相
俟
っ
て
、
ホ
セ
・
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
ら
の
最
近
の
研
究
が
示
す
よ
う
に）

15
（

、
ま
た
私
た
ち
日
本
人
の
よ
う
に
非
西
欧
世
界
に
生
き

る
者
が
お
そ
ら
く
感
じ
る
よ
う
に
、「
近
代
化
」
が
一
義
的
に
「
世
俗
化
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
同
時
に
「
非
宗
教
化
」
で
あ
る
と
い
っ
た
見
方
や
「
世
俗
」
対
「
宗

教
」
と
い
う
二
項
対
立
的
な
見
方
が
偏
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
次
第
に
広
く
理
解
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
に
よ
る
と
、「
世
俗
」
と
「
宗
教
」
と
い
う

二
分
法
は
等
し
並
み
に
妥
当
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

彼
は
、
ま
ず
、
同
じ
西
洋
の
な
か
に
さ
え
「
多
種
多
様
な
世
俗
化
が
あ
り
、
多
種
多
様
な
西
洋
近
代
が
あ
る）

16
（

」
と
言
う
。
例
え
ば
、
カ
ト
リ
ッ
ク
地
域
を
中
心
に

し
て
、「
宗
教
と
、
分
化
し
た
世
俗
領
域
と
の
あ
い
だ
に
は
、
す
な
わ
ち
カ
ト
リ
ッ
ク
と
、
近
代
科
学
、
近
代
資
本
主
義
、
近
代
国
家
と
の
あ
い
だ
に
は
対
立
が
あ
っ

た）
17
（

」
の
で
あ
り
、「
こ
の
長
い
対
立
の
結
果
、
啓
蒙
主
義
に
よ
る
宗
教
批
判
は
、
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
反
響
を
よ
ん
だ）

18
（

」。
そ
の
た
め
に
、
こ
の
地
域
に
お
い
て
は
、

世
俗
主
義
の
系
譜
は
、
宗
教
的
規
制
か
ら
の
勝
ち
誇
る
べ
き
解
放
と
し
て
、
宗
教
と
の
対
立
構
図
の
な
か
で
構
成
さ
れ
て
き
た
。
つ
ま
り
、
世
俗
主
義
は
、
宗
教
の

領
域
の
減
少
・
制
限
に
よ
っ
て
、
そ
れ
自
体
が
拡
大
・
解
放
さ
れ
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
辿
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
る
。
両
者
の
境
界
線
は
は
っ
き
り
し
て
い
て
、

こ
の
境
界
線
が
次
第
に
宗
教
を
私
的
領
域
の
方
に
押
し
込
ん
で
い
く
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
が
描
か
れ
て
き
た
と
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
は
言
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
カ
サ
ノ
ヴ
ァ

の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
や
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
の
地
域
、
そ
し
て
特
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
明
確
な

境
界
線
が
引
か
れ
る
こ
と
は
な
く
、「
宗
教
と
、
分
化
し
た
領
域
の
あ
い
だ
に
は
「
馴
れ
合
い
」
が
あ
っ
た）

19
（

」
と
い
う
。
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

の
キ
リ
ス
ト
教
と
資
本
主
義
と
の
間
に
、
ま
た
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
の
登
場
ま
で
は
、
科
学
と
宗
教
と
の
間
に
も
、
と
も
に
緊
張
関
係
は
ほ
と
ん
ど
生
じ
る
こ
と
が
な

か
っ
た
し
、
憲
法
修
正
第
一
条
に
記
さ
れ
て
い
る
政
教
分
離
の
規
定
で
さ
え
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
宗
教
の
諸
教
派
に
後
押
し
さ
れ
て
成
立
し
た
の
で
あ
り
、
そ

れ
は
本
来
、
今
日
の
リ
ベ
ラ
ル
な
世
俗
主
義
者
が
主
張
す
る
よ
う
な
、
多
元
的
な
宗
教
に
起
因
す
る
混
乱
か
ら
世
俗
的
な
国
家
を
保
護
す
る
と
い
う
目
的
よ
り
も
、

む
し
ろ
「
国
家
の
干
渉
や
国
教
か
ら
、
宗
教
の
「
自
由
な
活
動
」
を
保
護
す
る
目
的）

20
（

」
を
よ
り
強
く
も
っ
て
い
た
と
指
摘
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
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は
、
大
統
領
の
演
説
に
お
い
て
も
、
社
会
運
動
の
歴
史
に
お
い
て
も
、
世
俗
主
義
者
の
価
値
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
よ
う
な
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
む
し
ろ
福
音
と
キ

リ
ス
ト
教
の
価
値
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
の
方
が
遙
か
に
一
般
的
だ
っ
た
と
い
う）

21
（

。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
も
っ
て
、ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
社
会
が
「
宗
教
的
」

で
あ
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
て
も
、
そ
れ
が
「
近
代
的
」
な
い
し
「
世
俗
的
」
で
な
い
と
は
決
し
て
言
え
ず
、「
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
合
衆
国
は
い
つ
も
、
近
代
的
で

世
俗
的
な
、
分
化
し
た
社
会
の
典
型
で
あ
っ
た）

22
（

」
と
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
は
主
張
す
る
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
場
合
、「「
世
俗
」
が
勝
利
し
た
の
は
、
み
ず
か
ら
の
拡
張
と

い
う
よ
り
は
宗
教
に
よ
っ
て
助
け
ら
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
し
、
少
な
く
と
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
教
会
の
基
準
か
ら
す
れ
ば
、
境
界
線
そ
の
も
の
が
あ
ま
り
に
拡
散
し

た
の
で
、
ど
こ
か
ら
が
宗
教
で
、
ど
こ
ま
で
が
世
俗
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
明
確
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る）

23
（

」。

　

以
上
の
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
の
議
論
は
、
近
代
的
な
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
い
う
国
家
や
そ
の
社
会
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
「
世
俗
性
」
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
特
に
カ
ト

リ
ッ
ク
地
域
、
例
え
ば
フ
ラ
ン
ス
な
ど
の
国
家
と
社
会
の
基
盤
を
成
し
て
い
る
「
世
俗
性
」
と
の
間
に
相
違
が
あ
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
こ
れ
ら
の
国
家
と
社
会
に

お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
生
き
ら
れ
て
い
る
「
宗
教
」
な
る
も
の
の
性
格
に
も
相
違
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
一
方
に
「
世
俗
」
的
な

公
的
領
域
と
明
確
な
境
界
線
で
も
っ
て
区
別
さ
れ
た
領
域
に
お
い
て
生
き
ら
れ
る
「
宗
教
」
が
、
ま
た
他
方
に
は
「
宗
教
」
の
助
け
を
得
て
成
立
す
る
世
俗
的
な
社

会
で
そ
の
「
世
俗
」
と
切
り
離
さ
れ
る
こ
と
な
く
生
き
ら
れ
る
「
宗
教
」
が
あ
る
。
基
本
的
に
は
同
じ
聖
典
、
同
じ
教
義
を
も
ち
、
同
じ
儀
礼
を
行
っ
て
い
て
、
外

見
的
に
は
同
じ
宗
教
伝
統
（
キ
リ
ス
ト
教
）
を
生
き
て
い
る
よ
う
に
し
か
見
え
な
く
て
も
、
現
実
に
そ
こ
で
生
き
ら
れ
て
い
る
宗
教
（
宗
教
生
活
）
に
は
、
何
ら
か

の
相
違
が
あ
る
と
い
う
事
態
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
な
る
と
、
私
た
ち
は
「
世
俗
」
の
多
様
性
と
そ
れ
に
対
応
す
る
「
宗
教
」
の
多
様
性
に

注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
従
来
の
「
宗
教
多
元
主
義
」
は
こ
の
よ
う
な
多
様
性
を
念
頭
に
置
い
て
こ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
同
じ
キ
リ
ス
ト
教
文
化
圏
と
言
っ
て
よ
い
ア
メ
リ
カ
の
国
家
と
社
会
に
対
し
て
さ
え
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
「
世
俗
」
の
概
念
を
そ
の
ま
ま
適
用
で
き
な

い
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
同
じ
く
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
非
キ
リ
ス
ト
教
文
化
圏
に
適
用
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る

と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。「
他
の
文
明
を
も
つ
地
域
に
あ
っ
て
は
、
宗
教
と
世
界
の
あ
い
だ
に
あ
る
、
も
し
く
は
宇
宙
論
的
な
超
越
性
と
世
界
的
な
内
在
の
あ
い
だ
に

あ
る
関
係
と
緊
張
が
構
造
化
さ
れ
る
さ
い
に
、
か
な
り
異
な
っ
た
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
を
も
っ
て
い
る）

24
（

」。
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
は
こ
こ
で
「
儒
教
」
や
「
道
教
」
を
挙
げ
て
、

「
そ
れ
ら
が
「
現
世the w

orld

」
と
の
高
度
な
緊
張
関
係
に
よ
っ
て
性
格
づ
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
り
、
そ
れ
ら
の
超
越
性
の
モ
デ
ル
が
ほ
と
ん
ど
「
宗
教
的
」
と

は
呼
ぶ
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
だ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
教
会
組
織
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば）

25
（

」、「
世
俗
化
」
の
概
念
を
適
用
す
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
で
き
な
い
と
述
べ
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て
い
る
。「
中
国
と
儒
教
文
明
圏
は
、「
世
俗
化
」
と
い
う
言
葉
が
存
在
す
る
前
か
ら
世
俗
的
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
近
代
化
と
世
俗
化
の
あ
い
だ
に
は
本
質
的
な
相
関

関
係
が
あ
る
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
自
明
と
さ
れ
て
き
た
原
理
は
極
め
て
疑
わ
し
い
。
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
に
、
非
常
に
宗
教
的
で
あ
り
な
が
ら
同
時
に
世
俗
的
で
あ
る

近
代
社
会
が
存
在
し
う
る
し
、
中
国
の
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
宗
教
的
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
非
常
に
世
俗
的
で
非
宗
教
的
あ
る
よ
う
な
前
近
代
社
会
も
あ
り
う
る

の
で
あ
る）

26
（

」。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
ヒ
ッ
ク
の
「
通
約
的
」
な
「
宗
教
多
元
主
義
」
が
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
宗
教
の
多
様
性
を
考
慮
し
て
こ
な
か
っ
た
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
そ
こ
で
は
、「
儒
教
」
も
「
道
教
」
も
、「
キ
リ
ス
ト
教
」
と
同
じ
「
超
越
」
的
な
「
実
在
」
に
対
す
る
人
間
の
「
応
答
」

で
あ
っ
て
、
同
一
の
近
代
化
・
世
俗
化
の
過
程
に
直
面
し
つ
つ
も
、
そ
し
て
ま
さ
に
そ
の
同
一
の
過
程
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
が
故
に
、
一
つ
の
「
宗
教
」
と
い
う

方
向
に
収
斂
し
て
い
く
と
見
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

も
う
一
度
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
話
を
戻
す
が
、
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
す
べ
て
の
国
家
が
現
在
で
は
「
世
俗
的
」
に
な
っ
て
い
る
と
述
べ
た
上
で
、
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
、「
初
期
近
代
に
お
け
る
宗
教
体
制
的
な
、
絶
対
王
制
国
家
に
よ
っ
て
﹇
中
略
﹈
設
立
さ
れ
た
、
皇
帝
教
皇
主
義
者
に
よ
る
宗
教
規
制
と
制
御
の
パ

タ
ー
ン）

27
（

」
が
今
日
に
至
る
ま
で
基
本
的
に
維
持
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
こ
か
ら
の
当
然
の
帰
結
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
問
う
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
は
実
の
と
こ
ろ
ど
の
よ
う
に
「
世
俗
的
」
な
の
か
」、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
に
わ
た
る
、
国
民
国
家
と
国
民
教
会
の
あ
い
だ
の
、
そ
し
て
宗
教

と
政
治
の
あ
い
だ
の
分
離
の
壁
は
、
ど
れ
く
ら
い
高
く
、
ど
れ
ほ
ど
硬
い
の
だ
ろ
う
か
。
よ
く
そ
う
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
議
論
の
余
地
な
く
成
功
し
た
こ
と
を
、
ど
の
程
度
ま
で
社
会
の
世
俗
化
と
宗
教
の
私
事
化
の
お
か
げ
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か）

28
（

」
と
。

そ
し
て
、
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
は
、
こ
の
問
題
を
考
え
る
に
当
た
っ
て
、「
公
式
的
な
世
俗
主
義
者
の
言
説
で
は
な
く
、「
実
際
に
存
在
し
て
い
る
」
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
の
現
実）

29
（

」
を
見
る
べ
き
だ
と
述
べ
、
ラ
イ
シ
テ
の
原
則
を
も
つ
フ
ラ
ン
ス
で
す
ら
政
教
条
約
を
通
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
制
度
的
関
係
を
も
つ
な
ど
、
実

際
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ほ
と
ん
ど
の
国
家
が
厳
密
な
意
味
で
は
「
世
俗
的
」
で
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
さ
ら
に
国
教
を
維
持
し
て
い
る
国
々
に
関
し
て
も
、
キ
リ

ス
ト
教
の
主
要
な
諸
教
派
が
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
危
険
に
晒
す
こ
と
な
く
公
式
に
国
教
化
さ
れ
た
こ
と
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦
の
共
産
主
義
体
制
が
示
し
て
い
る
よ
う
に

「
世
俗
的
」
で
あ
っ
て
も
「
非
民
主
的
」
な
国
家
が
歴
史
上
多
く
存
在
す
る
こ
と
な
ど
の
事
実
を
指
摘
し
、「
厳
格
な
教
会
と
国
家
の
分
離
は
、デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
と
っ

て
十
分
条
件
で
も
な
い
し
必
要
条
件
で
も
な
い）

30
（

」
と
結
論
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
宗
教
状
況
に
関
す
る
彼
の
コ
メ
ン
ト
で
あ
る
。
デ
ン
マ
ー
ク
は
ル
タ
ー
派
キ
リ
ス
ト
教
を
国
教
と
す
る
国
家
で
あ
る
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一
〇

宗
教
多
元
主
義
と
公
共
宗
教
論

が
、
彼
に
よ
る
と
、
そ
の
教
会
出
席
率
は
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
最
も
「
世
俗
的
」
な
国
家
の
一
つ
で
あ
る
。
ま
た
デ
ン
マ
ー
ク
は
国
民

の
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
近
く
が
国
教
の
ル
タ
ー
派
に
所
属
し
て
お
り
、「
宗
教
」
へ
の
帰
属
率
が
最
も
高
い
国
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
こ
で
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
社
会
は
、

事
実
上
と
て
も
世
俗
化
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
残
っ
て
い
る
宗
教
は
と
て
も
穏
健
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
憲
法
に
お
け
る
国
教
化
も
、
教
会
と

国
家
の
さ
ま
ざ
ま
な
制
度
的
絡
み
合
い
も
、
ま
る
で
問
題
が
な
い
と
ま
で
は
い
え
な
い
に
し
ろ
、
無
害
な
も
の
で
あ
る）

31
（

」
と
い
う
の
が
、
上
の
よ
う
な
状
況
に
対
す

る
大
多
数
の
国
民
の
反
応
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
た
上
で
、
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
多
く
の
宗
教
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
と
っ
て
は
、
少
な
く
と
も

新
し
く
移
り
住
む
よ
う
に
な
っ
て
き
た
宗
教
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
と
っ
て
は
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う）

32
（

」
と
論
じ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
近
代
社
会
と
し
て
民
主

主
義
を
実
現
し
て
き
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
は
、
そ
の
国
民
自
身
が
自
分
た
ち
を
完
全
に
「
世
俗
」
化
し
「
宗
教
」
性
を
も
た
な
い
国
民
、
非
「
宗
教
」
的
国
民
で
あ

る
と
考
え
て
い
る
と
し
て
も
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
そ
の
社
会
も
国
民
も
中
立
的
で
理
想
的
な
無
色
透
明
の
「
世
俗
」
的
存
在
な
ど
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
外
部
か

ら
見
た
場
合
、
何
ら
か
の
「
宗
教
」（
そ
れ
は
も
は
や
「
世
俗
」
と
境
界
線
で
区
切
ら
れ
、
そ
れ
と
対
抗
す
る
よ
う
な
「
宗
教
」
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
）
を

身
に
帯
び
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
日
本
人
の
多
く
も
、
い
わ
ゆ
る
「
宗
教
」
に
帰
属
し
て
い
な
い
た
め
、
単
純
に
自
分
自
身
を
「
世
俗
的
」
で
「
近
代
的
」

な
国
民
で
あ
る
と
考
え
、
い
わ
ゆ
る
「
宗
教
」
の
公
的
領
域
へ
の
影
響
力
に
は
否
定
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
観
点
か
ら
自
省
の
必
要
が
あ
ろ
う
。

五　
「
宗
教
」
と
「
多
元
性
」
の
再
考

―
「
宗
教
多
元
主
義
」
の
課
題

　

最
後
に
、
以
上
の
よ
う
な
近
代
民
主
主
義
社
会
の
公
的
領
域
に
お
け
る
宗
教
の
影
響
力
、「
世
俗
」
対
「
宗
教
」
の
二
項
対
立
に
関
す
る
諸
議
論
の
状
況
か
ら
、

宗
教
の
多
元
性
や
「
宗
教
多
元
主
義
」、
特
に
ヒ
ッ
ク
の
「
宗
教
多
元
主
義
」
に
関
し
て
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
か
、
上
で
触
れ
た
問
題
点
を
再
度
取

り
上
げ
つ
つ
、
い
く
つ
か
に
ま
と
め
て
問
題
を
提
起
を
し
て
お
き
た
い
。

　
（
一
）
ヒ
ッ
ク
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
の
大
学
で
も
教
鞭
を
と
っ
た
研
究
者
で
あ
る
。
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
も
述
べ
て
い
た
よ
う
に
、

こ
の
地
域
は
何
れ
も
「
世
俗
」
と
「
宗
教
」
と
の
対
立
図
式
や
宗
教
の
「
私
事
化
」
の
傾
向
が
強
く
表
わ
れ
な
か
っ
た
地
域
で
あ
る
せ
い
か
、
ヒ
ッ
ク
も
「
宗
教
」

と
「
世
俗
」
と
の
対
立
を
あ
ま
り
強
調
し
て
は
い
な
い
。
彼
の
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
で
の
社
会
活
動
自
体
が
、
諸
「
宗
教
」
に
共
通
す
る
価
値
の
実
現
に
向
け
て
の
公
的

領
域
に
お
け
る
活
動
で
あ
っ
て
、
大
き
な
成
果
を
上
げ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
の
「
宗
教
多
元
主
義
」
自
体
は
、
も
ち
ろ
ん
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一
一

「
宗
教
」
で
は
な
く
、
神
学
的
・
宗
教
哲
学
的
理
論
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
は
西
洋
近
代
の
学
問
と
い
う
「
世
俗
」
の
領
域
の
営
み
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
も

の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
世
俗
」
的
な
営
み
と
も
言
え
る
「
宗
教
多
元
主
義
」
が
諸
「
宗
教
」
伝
統
が
合
意
で
き
る
価
値
の
社
会
的
・
公
的
領
域
に
お
け
る
実
現
の
推

進
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
自
体
が
、
ヒ
ッ
ク
に
お
い
て
「
世
俗
」
と
「
宗
教
」
と
の
境
界
線
が
シ
ャ
ー
プ
な
も
の
で
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

し
か
し
、
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
ヒ
ッ
ク
自
身
が
こ
の
活
動
に
お
い
て
、
そ
れ
で
も
や
は
り
、「
宗
教
」
と
「
世
俗
」
を
対
立
的
に
見
て
い
た
こ
と
も
同
時
に

疑
い
え
な
い
。
彼
が
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
市
の
宗
教
教
育
の
新
し
い
指
導
要
領
の
作
成
に
当
た
っ
て
、
常
に
「
マ
ル
ク
ス
主
義
」
や
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
な
ど
を
「
非

宗
教
的
」・「
世
俗
的
」
な
「
世
界
観
」
な
い
し
「
信
仰
」
と
し
て
、
多
元
的
な
「
宗
教
」
の
世
界
理
解
と
の
対
比
に
お
い
て
見
て
い
た
。
ま
た
、
理
論
的
・
学
問
的

な
営
み
に
お
い
て
も
、
当
然
、
彼
は
「
宗
教
」
を
あ
る
種
の
「
世
俗
」
的
な
も
の
と
の
対
比
に
お
い
て
考
え
て
い
た
。
そ
も
そ
も
、
彼
の
主
著
『
宗
教
の
解
釈

―

超
越
へ
の
人
間
の
諸
応
答）

33
（

』
は
、「
宗
教
の
自
然
主
義
的
解
釈
」
に
対
抗
す
る
「
宗
教
の
宗
教
的
解
釈
」
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
具
体
的
内
容
が
副
題

の
「
超
越
へ
の
人
間
の
諸
応
答
」
に
他
な
ら
な
い
。
こ
れ
も
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
書
物
に
お
い
て
彼
は
宗
教
の
定
義
と
い
う
問
題
に
言
及
し
、
こ
れ
を
乗

り
超
え
る
方
策
と
し
て
「
家
族
的
類
似
性
」
の
考
え
方
に
触
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
結
局
「
宗
教
」
の
本
質
を
「
実
在
」
な
い
し
「
超
越
」（the transcendent

）

へ
の
「
応
答
」（response

）
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
。
こ
の
超
越
性
と
の
関
係
と
い
う
理
解
を
欠
く
が
ゆ
え
に
「
マ
ル
ク
ス
主
義
」
や
「
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ズ
ム
」
は
「
世
俗
的
」
世
界
観
と
し
て
「
非
宗
教
的
」
な
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
こ
と
は
、
最
晩
年
の
著
書
で
あ
る
『
宗
教
と
科
学
の
新
し
い
フ
ロ

ン
テ
ィ
ア

―
宗
教
体
験
、
神
経
科
学
、
超
越）

34
（

』
に
関
し
て
も
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
書
物
で
彼
は
、
神
経
科
学
の
成
果
を
利
用
し
て
自
然
主
義
的
な
世
界
観

か
ら
行
わ
れ
る
「
宗
教
」
批
判
に
対
し
て
積
極
的
に
応
じ
る
形
で
、「
非
宗
教
的
」
世
界
観
と
区
別
さ
れ
る
「
宗
教
的
」
世
界
観
の
擁
護
に
努
め
て
い
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
こ
の
書
物
に
お
け
る
「
宗
教
的
世
界
観
」
の
擁
護
は
同
時
に
、「
世
俗
」
そ
の
も
の
の
曖
昧
さ
、
そ
し
て
「
世
俗
」
と
「
宗
教
」
の
境
界
線
の
曖
昧
さ
を
、

カ
サ
ノ
ヴ
ァ
の
議
論
と
は
別
の
位
相
に
お
い
て
如
実
に
示
す
も
の
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
近
年
、
主
と
し
て
「
心
の
哲
学
」
の
研
究
者
が
、
神
経
科
学

の
最
新
の
成
果
に
依
拠
し
つ
つ
、
物
質
か
ら
な
る
脳
と
い
う
臓
器
の
作
用
に
「
心
」（m

ind

）
を
還
元
し
、「
自
由
意
志
」（free w

ill

）、
ひ
い
て
は
「
宗
教
」
が
前

提
す
る
「
超
越
」
的
根
拠
を
否
定
す
る
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
ヒ
ッ
ク
は
こ
の
書
物
の
第
二
部
（
第
五
章
か
ら
第
一
〇
章
）
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
自
然
主
義

的
な
「
自
由
意
志
」
否
定
論
か
ら
「
自
由
意
志
」
の
存
在
を
擁
護
す
る
議
論
を
も
っ
ぱ
ら
展
開
し
て
い
る
。
ヒ
ッ
ク
に
と
っ
て
「
心
」
や
「
自
由
意
志
」
は
「
自
然

主
義
的
」
世
界
観
と
対
立
す
る
「
宗
教
的
」
世
界
観
に
組
み
込
ま
れ
る
不
可
欠
の
前
提
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
彼
は
こ
の
議
論
に
同
書
の
五
つ
も
の
章
を
割
い
て
取
り
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一
二

宗
教
多
元
主
義
と
公
共
宗
教
論

組
ん
で
い
る
。
ヒ
ッ
ク
の
議
論
は
先
の
主
著
に
お
い
て
も
最
晩
年
の
こ
の
著
書
に
お
い
て
も
、
自
然
主
義
的
世
界
観
と
宗
教
的
世
界
観
と
の
対
立
構
図
で
構
想
さ
れ

て
い
る
と
言
っ
て
よ
く
、
こ
こ
で
の
「
自
然
主
義
」
が
暗
黙
の
裡
に
、
い
わ
ゆ
る
「
世
俗
主
義
」
と
重
ね
て
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

「
心
」
や
「
自
由
意
志
」
の
存
在
を
否
定
し
が
た
い
と
考
え
て
い
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
、「
宗
教
的
」
信
仰
を
も
つ
人
々
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
自
分
自
身
を

「
世
俗
的
」「
非
宗
教
的
」
と
見
な
し
て
い
る
多
く
の
人
々
に
と
っ
て
も
、「
心
」
や
「
自
由
意
志
」
の
存
在
は
否
定
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
で
「
自

然
主
義
」
的
な
立
場
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
「
世
俗
的
理
性
」
と
一
般
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、「
自
然
主
義
的
理
性
」（
こ
の
概
念

自
体
が
形
容
矛
盾
で
な
い
と
し
て
）
を
当
然
含
む
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
に
限
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
よ
り
広
い
領
域
を
覆
う
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
概
念

や
価
値
を
、
い
わ
ゆ
る
諸
「
宗
教
」
伝
統
と
共
有
す
る
よ
う
な
領
域
も
含
ま
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
、
生
命
、
と
り
わ
け
人
間
の
生
命
の
特
別
な
価
値

（「
い
の
ち
の
尊
厳
」、「
生
命
の
神
聖
性
」）、「
人
権
」、「
人
間
の
尊
厳
」
な
ど
の
概
念
な
い
し
価
値
に
つ
い
て
、
先
の
「
自
由
意
志
」
の
概
念
に
関
す
る
の
と
同
様

の
問
題
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
何
れ
も
、
唯
物
論
的
で
還
元
主
義
的
な
自
然
主
義
の
立
場
か
ら
は
導
出
さ
れ
え
な
い
が
、
現
実
に
は
「
世

俗
主
義
」
を
標
榜
す
る
多
く
の
人
々
か
ら
も
擁
護
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
人
々
に
何
か
「
超
越
」
性
や
「
宗
教
」
性
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で

は
も
は
や
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
を
究
極
的
に
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
何
ら
か
「
宗
教
」
的
な
る
も
の
や
「
超
越
」
的
な
る
も
の
に
遡
及
す
る
必

要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
、
そ
れ
ら
の
「
自
然
主
義
」
的
な
基
礎
づ
け
（
こ
れ
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
）
を
も
っ
て
し
て
は
、「
世
俗
主
義
」

の
立
場
に
あ
る
人
々
で
さ
え
、
そ
の
多
く
が
満
足
し
な
い
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る）

35
（

。

　
（
二
）　

す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
ヒ
ッ
ク
の
「
宗
教
多
元
主
義
」
は
「
通
約
的
」
と
呼
ば
れ
る
特
徴
を
有
し
て
お
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
宗
教
」
が
何
れ
も
唯
一
の

「
実
在
」（the R

eal

）
か
ら
の
呼
び
か
け
に
対
す
る
人
間
の
「
応
答
」
で
あ
る
と
考
え
る
。
彼
に
よ
る
と
、
人
間
は
、
こ
の
「
応
答
」
を
通
し
て
、
自
己
中
心
的
な

あ
り
方
か
ら
実
在
中
心
的
な
あ
り
方
へ
と
、
そ
の
生
き
方
を
変
革
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
な
実
存
の
変
革
が
実
際
に
実
現
し
て

い
る
宗
教
伝
統
に
お
い
て
は
、「
実
在
」
に
対
し
て
人
間
が
正
し
く
「
応
答
」
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
宗
教
伝
統
を
「
偉
大
な
宗

教
伝
統
」
と
認
め
て
よ
い
。
ヒ
ッ
ク
に
と
っ
て
「
宗
教
」
の
核
心
は
こ
の
点
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
「
応
答
」
は
、
応
答
す
る
人
間
が
歴
史

的
・
文
化
的
に
有
限
で
相
対
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
仕
方
で
制
限
さ
れ
て
お
り
、
互
い
に
相
違
す
る
。
そ
の
相
違
を
、
ヒ
ッ
ク
は
「
実
在
自
体
」（R

eal 

in  itself, R
eal an sich

）
が
人
間
に
お
い
て
「
人
格
」（persona

）
と
し
て
経
験
さ
れ
る
か
「
非
人
格
」（im

persona

）
と
し
て
経
験
さ
れ
る
か
、
と
い
っ
た
次
元
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一
三

に
お
い
て
主
と
し
て
考
察
し
て
き
た）

36
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、（
ヒ
ッ
ク
が
、
人
間
が
そ
れ
に
「
応
答
」
す
る
と
考
え
て
い
る
）「
超

越
」
や
「
宗
教
」
が
、「
現
世
」
あ
る
い
は
「
世
俗
」
と
い
か
な
る
緊
張
関
係
を
も
つ
も
の
と
し
て
経
験
さ
れ
、
そ
れ
と
の
関
係
に
お
い
て
い
か
に
構
造
化
さ
れ
て

き
た
か
と
い
う
こ
と
に
基
づ
く
相
違
な
ど
も
ま
た
、「
宗
教
」
の
多
元
性
・
多
様
性
を
考
察
す
る
上
で
無
視
す
べ
か
ら
ざ
る
相
違
で
あ
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
相
違
と
そ
れ
に
基
づ
く
宗
教
現
象
の
多
様
性
は
、
現
在
の
い
わ
ゆ
る
キ
リ
ス
ト
教
文
化
圏
内
部
に
さ
え
存
在
す
る
こ
と
を
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
は
指
摘
し
て
い

る
が
、
従
来
の
「
宗
教
多
元
主
義
」
は
こ
の
よ
う
な
多
様
性
を
ほ
と
ん
ど
考
慮
し
て
こ
な
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
ヒ
ッ
ク
の
理
論
を
含
め
、
従
来
の
「
宗
教
多
元

主
義
」
が
宗
教
の
多
元
性
と
い
う
こ
と
で
第
一
義
的
に
考
え
て
き
た
の
は
主
に
「
キ
リ
ス
ト
教
」「
仏
教
」「
イ
ス
ラ
ー
ム
」「
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
」、「
儒
教
」、「
道
教
」（
さ

ら
に
そ
の
内
部
の
多
様
性
を
形
成
す
る
、「
カ
ト
リ
ッ
ク
」「
正
教
」「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
」）
な
ど
の
宗
教
（
宗
派
・
教
派
）
伝
統
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
次
元
と

は
異
な
る
次
元
に
お
い
て
見
ら
れ
る
宗
教
現
象
の
多
様
性
を
考
慮
に
入
れ
た
考
察
が
、
宗
教
哲
学
や
神
学
に
も
今
後
必
要
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
（
三
）
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ヒ
ッ
ク
の
「
宗
教
多
元
主
義
」
が
、
唯
一
の
「
実
在
」
に
対
す
る
人
間
の
「
応
答
」
と
、
そ
の
結
果
と
し
て
「
実
在
中
心
」
の
人

間
存
在
へ
の
「
変
革
」
が
ど
の
「
偉
大
な
宗
教
伝
統
」
に
お
い
て
も
実
現
し
て
い
て
、
こ
の
点
で
諸
宗
教
に
一
致
が
あ
る
と
想
定
し
た
と
し
て
も
、
現
実
に
こ
の
応

答
の
表
現
は
多
様
で
あ
っ
て
、
互
い
に
矛
盾
・
対
立
す
る
場
合
も
当
然
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。「
実
在
」
の
人
間
に
よ
る
経
験
・
体
験
が
「
人
格
」
的
で
あ
る
こ

と
も
「
非
人
格
」
的
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
こ
と
を
ヒ
ッ
ク
自
身
が
指
摘
し
て
い
る
こ
と
は
上
で
見
た
が
、
こ
の
両
様
態
は
論
理
的
に
対
立
し
、
こ
の
対
立
は
解

消
さ
れ
え
な
い
。
理
論
に
お
い
て
は
自
分
の
コ
ミ
ッ
ト
す
る
伝
統
の
経
験
が
あ
く
ま
で
制
約
さ
れ
た
一
面
的
な
も
の
で
し
か
な
く
、「
実
在
自
体
」
は
そ
れ
を
超
え

た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
対
立
す
る
経
験
を
も
尊
重
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
同
様
の
対
立
が
行
為
規
範
や
社
会
の
あ
り
方
に
対
す
る
要
求
の
相
違
と

し
て
現
わ
れ
る
可
能
性
も
十
分
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
公
的
領
域
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
多
元
性
に
基
づ
く
矛
盾
・
対
立
が
生
じ
た
と
き
「
通
約
的
多
元
主
義
」
は
ど

の
よ
う
に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

ヒ
ッ
ク
は
、
ウ
ィ
ル
フ
レ
ッ
ド
・
キ
ャ
ン
ト
ウ
ェ
ル
・
ス
ミ
ス
に
よ
る
「
信
仰
」
と
「
累
積
的
伝
統
」
の
区
別）

37
（

を
引
き
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

 　

ほ
か
に
も
、
ウ
ィ
ル
フ
レ
ッ
ド
に
よ
る
重
要
な
貢
献
が
あ
る
。
そ
れ
は
彼
が
、
一
方
で
信
仰
と
呼
ぶ
も
の
と
、
他
方
で
累
積
的
伝
統
と
呼
ぶ
も
の
と
を
区
別

し
た
こ
と
だ
。
後
者
は
人
類
史
を
形
成
し
て
い
る
他
の
す
べ
て
の
力
と
、
互
い
に
作
用
し
合
っ
て
い
る
歴
史
的
現
象
の
こ
と
だ
。
そ
し
て
前
者
の
、
信
仰
と
い
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一
四

宗
教
多
元
主
義
と
公
共
宗
教
論

う
言
葉
で
意
味
し
て
い
る
の
は
、
神
的
な
も
の
に
対
す
る
個
人
の
内
な
る
霊
的
応
答
の
こ
と
だ
。
こ
の
区
別
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
信
仰
と

い
う
内
面
的
な
生
活
の
こ
と
は
、
宗
教
的
組
織
に
集
中
す
る
メ
デ
ィ
ア
の
視
点
で
は
、
ま
っ
た
く
無
視
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
そ
し
て
組
織
は
分
離
す
る
も

の
で
あ
っ
て
も
、
信
仰
（
彼
が
言
う
意
味
で
の
信
仰
）
は
結
束
す
る
も
の
な
の
だ）

38
（

。

こ
う
し
て
、
人
々
を
「
分
離
」
さ
せ
る
宗
教
的
諸
伝
統
相
互
の
相
違
・
対
立
は
も
っ
ぱ
ら
「
累
積
的
伝
統
」
と
い
う
「
宗
教
的
組
織
」
と
そ
れ
に
基
づ
く
外
面
的
な

事
柄
に
帰
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、ヒ
ッ
ク
は
、こ
の
「
伝
統
」
に
基
づ
く
「
組
織
」
と
原
初
の
体
験
や
生
（「
悟
り
」
や
「
生
涯
」「
経
歴
」）
と
の
正
当
な
結
び
つ
き
を
疑
っ

て
い
る
。

　
　

 

そ
し
て
彼
﹇
キ
ャ
ン
ト
ウ
ェ
ル
・
ス
ミ
ス
﹈
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
、
こ
の
発
展
﹇
仏
陀
の
悟
り
や
キ
リ
ス
ト
の
生
涯
、
マ
ホ
メ
ッ
ト
の
経
歴
か
ら
信
仰
告

白
の
支
柱
と
制
度
的
組
織
を
有
す
る
強
大
な
有
機
体
と
し
て
の
宗
教
へ
の
発
展
﹈
が
原
初
の
宗
教
現
象
な
り
観
念
な
り
と
疑
わ
し
い
関
係
に
あ
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
み
ず
か
ら
の
聖
域
を
定
め
た
神
学
的
な
教
義
と
行
動
の
掟
と
を
も
つ
制
度
と
し
て
の
宗
教
は
、
宗
教
的
な
現
実
に
要
求
さ
れ
て
生
ま
れ
て
き
た
も
の

で
は
な
く
、
異
な
る
文
化
圏
の
交
流
が
未
発
達
な
状
態
の
時
代
に
そ
の
よ
う
な
発
展
が
歴
史
的
に
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
理
由
か
ら
、
生
ま
れ
て
き
た
も

の
で
あ
っ
た）

39
（

。

そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
教
義
と
規
範
を
も
ち
、
他
の
伝
統
か
ら
境
界
線
で
区
別
さ
れ
る
「
制
度
」
と
し
て
の
「
宗
教
」
が
「
宗
教
的
な
現
実
」（
原
初
の
宗
教
体
験
）
の

要
求
に
基
づ
く
こ
と
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
分
離
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
圏
の
条
件
に
従
っ
て
形
成
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
相
違
や
相
互
の
対

立
と
そ
れ
が
も
つ
意
味
を
「
実
在
」
お
よ
び
そ
の
体
験
と
の
関
係
で
真
剣
に
考
察
し
て
み
る
態
度
は
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う）

40
（

。
こ
の
よ
う
に
、
諸
伝
統
の
一
致
を
「
信

仰
と
い
う
内
面
的
な
生
活
」「
個
人
の
内
な
る
霊
的
応
答
」
と
い
う
体
験
に
の
み
求
め
、
諸
伝
統
の
外
面
的
な
相
違
を
こ
の
体
験
や
内
面
生
活
と
切
り
離
し
て
し
ま

う
な
ら
ば
、
そ
こ
で
の
相
違
に
対
す
る
扱
い
は
、「
相
対
主
義
」
の
そ
れ
に
な
っ
て
し
ま
う
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。「
応
答
」・「
信
仰
」
と
い

う
内
面
的
な
も
の
の
究
極
的
一
致
と
い
う
仮
説
・
想
定
に
の
み
依
拠
す
る
と
き
、「
宗
教
多
元
主
義
」
は
「
相
対
主
義
」
に
堕
す
る
危
険
を
伴
う
の
で
は
な
い
で
あ
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か
。

　

し
か
し
、「
累
積
的
伝
統
」
は
、
そ
れ
で
も
そ
れ
ぞ
れ
の
「
霊
的
応
答
」
の
表
現
の
相
違
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
人
間
の
宗
教
的
生
活
の
根
幹
と
の
繋
が
り
を
保
っ

て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
相
違
や
対
立
の
理
解
は
人
間
の
宗
教
生
活
へ
の
理
解
を
深
め
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
重
要
性
を
否
定
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
実

際
、
ヒ
ッ
ク
自
身
も
「
伝
統
も
そ
れ
自
体
、
信
仰
生
活
の
相
互
的
影
響
の
下
で
常
に

―
時
に
は
革
命
的
に
、
し
か
し
通
常
は
ゆ
る
や
か
に

―
変
化
す
る
も
の
で

は
あ
る）

41
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
自
分
自
身
が
「
信
条
や
神
学
を
累
積
的
伝
統
の
要
素
の
な
か
に
入
れ
た
」
の
に
対
し
て
、
ス
ミ
ス
が
「
そ
れ
ら
を
信
仰
に
つ
い

て
の
章
の
な
か
で
﹇
中
略
﹈
論
じ
て
い
る
」
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、「
第
一
次
言
語
と
第
二
次
言
語
」
と
い
う
哲
学
的
な
区
別
を
援
用
し
て
、
こ
の
見
解
の
相
違

の
間
を
架
橋
し
て
い
る
よ
う
に）

42
（

、「
累
積
的
伝
統
」
の
少
な
く
と
も
そ
の
一
部
（「
信
条
」
や
「
神
学
」）
は
そ
れ
ぞ
れ
が
「
信
仰
」
な
い
し
「
霊
的
応
答
」
の
限
定

さ
れ
た
特
殊
な
表
現
だ
と
は
っ
き
り
認
め
て
い
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
多
様
性
と
対
立
を
理
解
す
る
試
み
は
、
私
た
ち
が
人
間
の
宗
教
生
活
と
実
在
や
超
越
に
関
す

る
理
解
を
深
め
る
重
要
な
契
機
で
あ
っ
て
、
蔑
ろ
に
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。

　

し
か
し
、
ヒ
ッ
ク
は
そ
の
相
違
や
対
立
に
十
分
な
関
心
を
向
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ヒ
ッ
ク
の
視
線
は
む
し
ろ
、
こ
の
よ
う
な
相
違
や
対
立
の
将
来
に
お
け
る
解

消
に
向
け
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
は
、「
多
数
の
宗
教
の
存
在
は
、
過
去
に
お
い
て
は
歴
史
的
に
不
可
避
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
未
来
に
お
い
て
は
可

避
的
な
も
の
に
な
ろ
う
と
い
う
論
点）

43
（

」
を
提
示
し
、「
今
日
の
よ
う
な
〝
一
つ
の
世
界
〞（the “one w

orld ” of today

）
の
中
で
、
宗
教
的
な
伝
統
は
相
互
の
研
究

と
対
話
に
よ
っ
て
、
意
識
的
に
影
響
を
及
ぼ
し
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
今
後
の
発
展
は
し
だ
い
に
集
約
的
な
方
向
（converging courses

）
に
お
い
て
行

わ
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う）

44
（

」
と
述
べ
て
い
る
。

　

ヒ
ッ
ク
は
も
ち
ろ
ん
「
世
俗
化
」
論
者
で
も
宗
教
の
「
私
事
化
」
論
者
で
も
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
世
界
に
お
け
る
諸
宗
教
伝
統

の
発
展
に
関
す
る
彼
の
一
元
論
的
な
見
方
は
、
世
界
の
近
代
化
の
過
程
を
す
べ
て
本
質
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
化
の
過
程
に
解
消
す
る
見
方
と
並
行
す
る
現
象

な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
実
際
、
ヒ
ッ
ク
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
に
お
け
る
「
世
俗
化
」
を
普
遍
化
し
て
「
世
界
的
な
世
俗
化
」（a universal secularization

）
と

呼
び
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教
伝
統
が
そ
の
な
か
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る）

45
（

。
し
か
し
、
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
が
述
べ
て
い
た
よ
う
に
、
西
洋
に
限
っ
て
も
「
多
種

多
様
な
世
俗
化
が
あ
り
、
多
種
多
様
な
西
洋
近
代
が
あ
る）

46
（

」。
彼
は
、「
Ｓ
・
Ｎ
・
ア
イ
ゼ
ン
シ
ュ
タ
ッ
ト
が
初
め
て
展
開
し
た
多
様
な
複
数
の
近
代
性
（m

ultiple 

m
odernities

）
と
い
う
概
念
は
、
世
俗
的
な
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
や
文
明
の
衝
突
な
ど
よ
り
も
、
近
代
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
傾
向
を
概
念
化
し
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
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宗
教
多
元
主
義
と
公
共
宗
教
論

ク
に
見
る
た
め
に
は
よ
り
適
切
な
も
の
で
あ
る）

47
（

」
と
述
べ
て
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。

　
　

 　

い
ま
や
、
私
た
ち
が
持
っ
て
い
る
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
世
俗
的
近
代
性
に
つ
い
て
の
目
的
論
的
な
概
念
を
見
直
す
時
が
や
っ
て
き
た
。
そ
う
し
た
概
念
は
、
宗

教
的
「
他
者
」
を
「
原
理
主
義
者
」
と
み
な
す
傾
向
に
あ
る
。
も
っ
と
複
雑
で
、
微
妙
な
違
い
の
わ
か
る
、
反
省
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
考
え
出
す
時
が
き
た
。

そ
う
し
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
あ
れ
ば
、
多
様
な
近
代
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
体
制
が
す
で
に
出
現
し
つ
つ
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
よ
り
よ
く
理
解
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

単
一
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
な
近
代
性
を
、
世
俗
的
な
分
化
の
一
般
的
な
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
、
そ
し
て
実
際
、
規
範
的
な
グ
ロ
ー
バ
ル
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て

考
え
て
い
る
限
り
、
自
分
た
ち
と
し
て
は
受
け
入
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
宗
教
の
す
べ
て
の
形
態
を
、
恐
ろ
し
い
「
原
理
主
義
」
と
見
な
さ
ざ
る
を
な
く
な
る

だ
ろ
う）

48
（

。

　

神
学
的
・
宗
教
哲
学
的
理
論
と
し
て
の
「
宗
教
多
元
主
義
」
も
ま
た
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
世
俗
化
・
近
代
化
と
い
う
想
定
の
も
と
で
、
そ
れ
に
対
峙
す
る
一
つ
の
思

想
と
し
て
構
築
さ
れ
て
き
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
神
学
的
・
宗
教
哲
学
的
「
宗
教
多
元
主
義
」
も
ま
た
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
の
こ
の
言
葉
か
ら
大
い
に
学
ぶ
と
こ
ろ
が
あ
る

は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
多
様
性
に
基
づ
く
あ
ら
ゆ
る
差
違
や
対
立
が
尊
重
さ
れ
る
べ
き
と
は
言
え
な
い
に
せ
よ
、
一
つ
の
宗
教
へ
の
収
斂
と
い
う
帰
一
的
な
見
通

し
の
妥
当
性
を
見
直
し
、
現
に
あ
る
外
的
な
差
違
や
対
立
の
意
味
を
「
実
在
」
に
接
近
す
る
た
め
の
重
要
な
方
途
と
し
て
真
剣
に
考
察
し
、
問
題
の
解
決
に
寄
与
す

る
方
向
を
模
索
す
る
こ
と
が
、
今
や
、
神
学
的
・
宗
教
哲
学
的
「
宗
教
多
元
主
義
」
に
も
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

註（
１
） 

田
丸
徳
善
「「
キ
リ
ス
ト
教
と
宗
教
」
を
め
ぐ
っ
て
」（
日
本
基
督
教
学
会
（
編
）『
日
本
の
神
学
』
二
二
号
、
一
九
八
三
年
、
一
九
九
―
二
一
二
頁
所
収
）
一
九
九
―
二
〇
〇
頁
を

参
照
。
た
だ
し
、
こ
の
後
、
何
度
も
参
照
す
る
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
の
論
文
の
訳
者
で
あ
る
藤
本
龍
児
の
よ
う
に
、〝religious pluralism

〞
が
宗
教
の
多
元
性
と
い
う
単
な
る
現
象
や
事

実
を
指
示
し
て
い
る
場
合
に
も
、
こ
れ
に
「
宗
教
多
元
主
義
」
と
い
う
翻
訳
語
を
当
て
る
研
究
者
も
あ
る
。
ホ
セ
・
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
（
藤
本
龍
児
（
訳
））「
公
共
宗
教
を
論
じ
な
お

す
」（
磯
前
順
一
、
山
本
達
也
（
編
）『
宗
教
概
念
の
彼
方
へ
』
法
藏
館
、
二
〇
一
一
年
、
三
三
七
―
三
七
二
頁
所
収
）、
例
え
ば
、
三
五
四
頁
、
三
五
七
頁
。
な
お
、〝religious 
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pluralism

〞
と
い
う
言
葉
を
欧
米
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
「
宗
教
の
多
元
化
現
象
を
表
わ
す
だ
け
の
、
た
ん
な
る
記
述
語
（descriptive term

）」
と
し
て
好
ん
で
使
用
し
て
き
た
こ

と
を
、
間
瀬
啓
允
も
指
摘
し
て
い
る
。
間
瀬
啓
允
「
訳
者
あ
と
が
き
」（
Ｊ
・
ヒ
ッ
ク
（
間
瀬
啓
允
（
訳
））『
神
は
多
く
の
名
前
を
も
つ

―
新
し
い
宗
教
多
元
論
』
岩
波
書
店
、

一
九
八
六
年
、
二
一
七
―
二
四
〇
頁
所
収
）
二
二
六
―
二
二
七
頁
を
参
照
。〝religious pluralism

〞
と
い
う
言
葉
が
い
つ
か
ら
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
か
寡
聞
に
し
て

知
ら
な
い
が
、
こ
の
言
葉
は
最
初
、
間
瀬
の
言
う
「
記
述
語
」
と
し
て
用
い
ら
れ
始
め
る
よ
う
に
な
り
、
比
較
的
最
近
に
な
っ
て
規
範
的
な
意
味
を
担
う
語
と
し
て
も
使
用
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
2
） 

岸
根
敏
幸
『
宗
教
多
元
主
義
と
は
何
か

―
宗
教
理
解
へ
の
探
求
』
晃
洋
書
房
、二
〇
〇
一
年
。
岸
根
は
こ
の
書
物
に
お
い
て
「
宗
教
多
元
主
義
」
を
「
通
約
的
宗
教
多
元
主
義
」

と
「
非
通
約
的
宗
教
多
元
主
義
」
と
に
大
別
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
論
じ
て
い
る
。

（
3
） Lenn E

. G
oodm

an, R
eligious Pluralism

 and Values in the Public Sphere, N
ew

 York: C
am

bridge U
niversity Press, 2014, pp.1-2. ﹇　

﹈
内
は
引
用
者
に
よ
る
補
足
。

以
下
同
様
。
こ
の
書
物
に
対
す
る
あ
る
書
評
は
こ
の
こ
と
に
関
し
て
わ
ざ
わ
ざ
次
の
よ
う
に
説
明
を
加
え
て
い
る
。「
グ
ッ
ド
マ
ン
に
と
っ
て
「
宗
教
多
元
主
義
」
と
い
う
言
葉
は

事
柄
の
単
な
る
状
態
を
記
述
す
る
も
の
で
は
な
く
、
宗
教
の
複
数
性
と
い
う
事
実
を
私
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
理
解
し
、
こ
れ
に
ど
の
よ
う
に
応
じ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
に
関
し

て
、
彼
が
支
持
す
る
立
場
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
」(Peter Jones, “[B

ook R
eview

] ﹇Lenn E
. G

oodm
an, 

﹈R
eligious Pluralism

 and Values in the Public Sphere, ” in: 
E

cclesiastical Law
 Journal 

（E
cclesiastical Law

 Society), Volum
e 19, Issue 1, January 2017, pp.97-99, p.97.

）
グ
ッ
ド
マ
ン
と
ジ
ョ
ー
ン
ズ
か
ら
の
引
用
の
訳
文
は
引

用
者
の
も
の
。

（
4
） Lenn E

. G
oodm

an, R
eligious Pluralism

 and Values in the Public Sphere, p.2.

（
5
） Lenn E

. G
oodm

an, R
eligious Pluralism

 and Values in the Public Sphere, p.2.

「
宗
教
の
多
様
性
は
、
と
も
か
く
宗
教
を
真
剣
に
受
け
止
め
、
個
人
的
な
い
し
共
同
的
な
信

念
や
実
践
を
し
っ
か
り
保
持
し
て
い
る
人
が
、
一
方
の
教
条
主
義
（dogm

atism

）
な
い
し
偏
狭
主
義
（palochialism

）
と
、
他
方
の
相
対
主
義
（relativism

）
な
い
し
懐
疑
主

義
（skepticism

）
と
の
間
の
強
制
的
選
択
に
直
面
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
」（ibid.

）。

（
6
） 

ジ
ョ
ン
・
ヒ
ッ
ク
（
間
瀬
啓
允
（
訳
）『
ジ
ョ
ン
・
ヒ
ッ
ク
自
伝

―
宗
教
多
元
主
義
の
実
践
と
創
造
』
ト
ラ
ン
ス
ビ
ュ
ー
、
二
〇
〇
六
年
、
二
四
六
頁
。 John H

ick, A
n 

A
utobiography, O

xford: O
new

orld Publications 2002, p.172.

（
7
） John H

ick, G
od H

as M
any N

am
es: B

ritain’s N
ew

 R
eligious Pluralism

, London: M
acm

illan 1980. 

Ｊ
・
ヒ
ッ
ク
（
間
瀬
啓
允
（
訳
）『
神
は
多
く
の
名
前
を
も
つ

―
新

し
い
宗
教
多
元
論
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
六
年
。
こ
の
書
物
の
第
二
章
は
「
よ
り
広
い
文
脈
で

―
現
代
英
国
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
と
人
種
問
題
」
と
題
さ
れ
て
お
り
、
Ａ
Ｆ

Ｆ
Ｏ
Ｒ
の
活
動
に
通
じ
る
議
論
と
解
説
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
同
書
第
三
章
は
「
宗
教
の
多
元
化
現
象
」
と
題
さ
れ
て
い
る
が
、「
多
文
化
社
会
に
生
き
る

―
一
神
学
者
の
実
践

的
省
察
」（“Living in a M

ulti-C
ultural Society: Practical R

eflections of a T
heologian ” in: T

he E
xpository T

im
es, January 1978.

）
と
題
し
て
発
表
さ
れ
た
も
の
が
初
出

で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
書
物
は
一
九
八
二
年
に
同
じ
タ
イ
ト
ル
で
（
た
だ
し
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
を
削
除
し
て
）
ア
メ
リ
カ
で
（Philadelphia: T

he W
estm

inster Press

）
出
版
さ

れ
て
い
る
が
、
こ
の
ア
メ
リ
カ
版
で
は
上
の
第
二
章
と
第
三
章
（
と
第
五
章
）
が
削
除
さ
れ
、
代
わ
り
に
よ
り
理
論
的
・
哲
学
的
な
論
考
が
新
た
に
四
本
加
え
ら
れ
て
い
る
。

（
8
） 

ジ
ョ
ン
・
ヒ
ッ
ク
『
ジ
ョ
ン
・
ヒ
ッ
ク
自
伝
』
二
三
三
頁
。 John H

ick, A
n A

utobiography, p.163.

（
9
） 

ジ
ョ
ン
・
ヒ
ッ
ク
『
ジ
ョ
ン
・
ヒ
ッ
ク
自
伝
』
二
三
二
頁
。 John H

ick, A
n A

utobiography, p.163.

（
10
） 

ジ
ョ
ン
・
ヒ
ッ
ク
『
ジ
ョ
ン
・
ヒ
ッ
ク
自
伝
』
二
三
三
頁
。 John H

ick, A
n A

utobiography, p.163. 
た
だ
し
、
こ
れ
は
ヒ
ッ
ク
で
は
な
く
、
ハ
リ
ー
・
ス
ト
ー
プ
ス
・
ロ
ウ
に

よ
る
表
現
。
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（
11
） 

ジ
ョ
ン
・
ヒ
ッ
ク
『
ジ
ョ
ン
・
ヒ
ッ
ク
自
伝
』
二
四
四
頁
。 John H

ick, A
n A

utobiography, p.171.
（
12
） 

上
述
の
『
神
は
多
く
の
名
前
を
も
つ
』
の
第
六
章
「
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
宗
教
間
の
対
話
」（C

hristian B
elief and Interfaith D

ialogue

）
に
お
い
て
は
、
対
話
の
相
手
と
し
て

い
わ
ゆ
る
諸
宗
教
伝
統
に
加
え
て
「
マ
ル
ク
ス
主
義
者
」（M

arxists

）
や
「
毛
思
想
家
」（M

aoists

）
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
点
に
も
注
意
し
た
い
。
Ｊ
・
ヒ
ッ
ク
（
間
瀬
啓
允
（
訳
））

『
神
は
多
く
の
名
前
を
も
つ
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
六
年
、
一
七
五
―
二
一
一
頁
所
収
、
二
〇
五
―
二
〇
六
頁
参
照
。
ま
た
宗
教
概
念
を
「
家
族
的
類
似
性
」
に
基
づ
い
て
考
え

る
こ
と
に
つ
い
て
は
次
の
箇
所
を
参
照
さ
れ
た
い
。John H

ick, A
n Interpretation of R

eligion: H
um

an R
esponses to the T

ranscendent, N
ew

 H
aven and London: Yale 

U
niversity Press, 1989, pp.3-5.

（
13
） 

ジ
ョ
ン
・
ヒ
ッ
ク
『
ジ
ョ
ン
・
ヒ
ッ
ク
自
伝
』
二
四
九
頁
、John H

ick, A
n A

utobiography, p.174.

（
14
） 

た
と
え
ば
、ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス（
金
城
美
幸（
訳
））「「
政
治
的
な
も
の
」―
政
治
神
学
の
あ
い
ま
い
な
遺
産
の
合
理
的
意
味

―
」（
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
ほ
か（
箱

田
徹
・
金
城
美
幸
（
訳
））『
公
共
圏
に
挑
戦
す
る
宗
教

―
ポ
ス
ト
世
俗
化
時
代
に
お
け
る
共
棲
の
た
め
に
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
、
一
五
―
三
一
頁
所
収
）
二
七
―
二
九

頁
。
先
述
の
グ
ッ
ド
マ
ン
は
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
を
こ
の
よ
う
な
主
張
の
代
表
者
と
見
て
、
こ
れ
を
、「
霊
性
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
言
説
が
私
た
ち
の
公
的
空
間
か
ら
何
ら
か
の

仕
方
で
排
除
さ
れ
た
な
ら
ば
、宗
教
の
多
様
性
と
い
う
極
め
て
厄
介
な
邪
魔
も
の
は
解
消
す
る

―
あ
る
い
は
、少
な
く
と
も
私
的
領
域
に
留
ま
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
主
張
、「
世

俗
主
義
こ
そ
が
宗
派
主
義
に
対
す
る
治
療
法
で
あ
る
」
と
見
る
立
場
と
纏
め
た
上
で
、
こ
れ
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
述
べ
て
い
る
。Lenn E

. G
oodm

an, R
eligious 

Pluralism
 and Values in the Public Sphere, p.4. 

ま
た
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
も
、
ロ
ー
ル
ズ
と
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
を
こ
の
よ
う
な
立
場
を
代
表
す
る
哲
学
者
と
し
て
挙
げ
て

い
る
。
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
（
金
城
美
幸
訳
）「
な
ぜ
世
俗
主
義
を
根
本
的
に
再
定
義
す
べ
き
な
の
か
」（
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
ほ
か
（
箱
田
徹
・
金
城
美
幸
訳
）『
公

共
圏
に
挑
戦
す
る
宗
教

―
ポ
ス
ト
世
俗
化
時
代
に
お
け
る
共
棲
の
た
め
に
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
、
三
三
―
六
二
頁
所
収
）、
五
三
―
五
五
頁
、
五
八
頁
。

（
15
） 

ホ
セ
・
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
（
藤
本
龍
児
訳
）「
公
共
宗
教
を
論
じ
な
お
す
」（
磯
前
順
一
・
山
本
達
也
（
編
）『
宗
教
概
念
の
彼
方
へ
』
法
藏
館
、
二
〇
一
一
年
、
三
三
七
―
三
七
二
頁
所

収
）。
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
（
金
城
美
幸
訳
）「
な
ぜ
世
俗
主
義
を
根
本
的
に
再
定
義
す
べ
き
な
の
か
」（
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
ほ
か
（
箱
田
徹
・
金
城
美
幸
訳
）『
公

共
圏
に
挑
戦
す
る
宗
教

―
ポ
ス
ト
世
俗
化
時
代
に
お
け
る
共
棲
の
た
め
に
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
、
三
三
―
六
二
頁
所
収
）。

（
16
） 

ホ
セ
・
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
「
公
共
宗
教
を
論
じ
な
お
す
」
三
四
三
頁
。

（
17
） 

ホ
セ
・
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
「
公
共
宗
教
を
論
じ
な
お
す
」
三
四
三
頁
。

（
18
） 

ホ
セ
・
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
「
公
共
宗
教
を
論
じ
な
お
す
」
三
四
三
頁
。

（
19
） 

ホ
セ
・
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
「
公
共
宗
教
を
論
じ
な
お
す
」
三
四
三
頁
。

（
20
） 

ホ
セ
・
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
「
公
共
宗
教
を
論
じ
な
お
す
」
三
四
四
頁
。

（
21
） 

ホ
セ
・
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
「
公
共
宗
教
を
論
じ
な
お
す
」
三
四
四
頁
。

（
22
） 

ホ
セ
・
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
「
公
共
宗
教
を
論
じ
な
お
す
」
三
四
四
頁
。

（
23
） 

ホ
セ
・
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
「
公
共
宗
教
を
論
じ
な
お
す
」
三
四
四
頁
。

（
24
） 

ホ
セ
・
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
「
公
共
宗
教
を
論
じ
な
お
す
」
三
四
五
頁
。

（
25
） 

ホ
セ
・
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
「
公
共
宗
教
を
論
じ
な
お
す
」
三
四
五
頁
。

（
26
） 

ホ
セ
・
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
「
公
共
宗
教
を
論
じ
な
お
す
」
三
四
五
頁
。

159



哲
学
・
思
想
論
集
第
四
十
三
号

一
九

（
27
） 

ホ
セ
・
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
「
公
共
宗
教
を
論
じ
な
お
す
」
三
五
四
頁
。

（
28
） 

ホ
セ
・
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
「
公
共
宗
教
を
論
じ
な
お
す
」
三
五
五
頁
。

（
29
） 
ホ
セ
・
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
「
公
共
宗
教
を
論
じ
な
お
す
」
三
五
五
頁
。

（
30
） 
ホ
セ
・
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
「
公
共
宗
教
を
論
じ
な
お
す
」
三
五
六
―
三
五
七
頁
。

（
31
） 

ホ
セ
・
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
「
公
共
宗
教
を
論
じ
な
お
す
」
三
五
八
頁
。

（
32
） 

ホ
セ
・
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
「
公
共
宗
教
を
論
じ
な
お
す
」
三
五
八
頁
。

（
33
） John H

ick, A
n Interpretation of R

eligion: H
um

an R
esponses to the T

ranscendent, N
ew

 H
aven and London: Yale U

niversity Press 1989.

（
34
） John H

ick, T
he N

ew
 Frontier of R

eligion and Science: R
eligious E

xperience, N
euroscience and the T

ranscendent, N
ew

 York: Palgrave M
acm

illan 2010.

（
35
） 「
し
か
し
な
が
ら
、
世
俗
主
義
や
ラ
イ
シ
テ
が
成
立
し
た
際
の
こ
う
し
た
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
離
れ
、
こ
ん
に
ち
の
西
洋
社
会
を
眺
め
る
と
き
、
最
初
に
驚
か
さ
れ
る
の
は
、
宗
教

的
見
解
の
み
な
ら
ず
無
宗
教
的
見
解
も
ま
た
多
種
多
様
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
ど
ち
ら
に
も
分
類
で
き
な
い
見
解
も
あ
り
ま
す
。」（
テ
イ
ラ
ー
「
な

ぜ
世
俗
主
義
を
根
本
的
に
再
定
義
す
べ
き
な
の
か
」
四
〇
頁
。）
ま
た
、
カ
ー
ル
・
ヤ
ス
パ
ー
ス
や
ウ
ィ
ル
フ
レ
ッ
ド
・
キ
ャ
ン
ト
ウ
ェ
ル
・
ス
ミ
ス
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
古

代
ギ
リ
シ
ャ
に
お
け
る
哲
学
の
伝
統
が
、
い
わ
ゆ
る
教
団
、
信
徒
集
団
を
形
成
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
、「
宗
教
」
伝
統
に
は
数
え
入
れ
ら
れ
な
い
も
の
の
、
ヒ
ッ
ク
が
「
軸

の
時
代
以
後
の
宗
教
」（post-axial religion
）
と
呼
ぶ
諸
宗
教
伝
統
と
同
様
に
、「
軸
の
時
代
」
に
お
け
る
人
間
の
精
神
革
命
に
起
因
す
る
精
神
的
現
象
で
あ
っ
て
、
特
に
キ
リ
ス

ト
教
や
イ
ス
ラ
ー
ム
の
形
成
に
対
し
て
大
き
く
作
用
し
た
と
い
う
こ
と
は
銘
記
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
36
） John H

ick, A
n Interpretation of R

eligion: pp.246-249, and C
hapter 15 T

he Personae of the R
eal (pp.252-277), C

hapter 16 T
he Im

personae of the R
eal (pp.278-

296).

（
37
） W

. C
. Sm

ith, T
he M

eaning and E
nd of R

eligion, M
inneapolis: Fortress Press 1991[orig. N

ew
 York: M

acm
illan 1962], C

hapter 6 T
he C

um
ulative T

radition, 

C
hapter 7 Faith.

（
38
） 

ジ
ョ
ン
・
ヒ
ッ
ク
『
ジ
ョ
ン
・
ヒ
ッ
ク
自
伝
』
三
七
五
―
三
七
六
頁
、John H

ick, A
n A

utobiography, p.262.

（
39
） 

Ｊ
・
Ｈ
・
ヒ
ッ
ク
『
宗
教
の
哲
学
（
改
訂
版
）』（
間
瀬
啓
允
訳
、
培
風
館
、
一
九
七
五
年
）、
一
八
六
頁
。John H

. H
ick, Philosophy of R

eligion ( Fourth E
dition), 

E
nglew

ood C
liffs: Prentice H

all 1990, p.112.

（
40
） 

グ
ッ
ド
マ
ン
の
次
の
批
判
は
ヒ
ッ
ク
の
よ
う
な
立
場
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。「
宗
教
を
理
論
的
に
（notionally

）
信
仰
の
事
柄
に
還
元
す
る
こ
と
で
実
際
上
の
衝

突
を
退
け
、
宗
教
的
な
相
違
を
解
決
し
て
し
ま
お
う
と
す
る
人
も
い
る
。
あ
た
か
も
、
最
も
大
切
な
事
柄
に
関
す
る
信
念
が
私
た
ち
が
生
活
を
ど
の
よ
う
に
営
む
か
に
関
し
て
何

の
関
係
も
な
い
か
の
よ
う
に
。
す
べ
て
の
宗
教
は
根
底
に
お
い
て
は
同
様
で
あ
る
と
想
像
し
、
宗
教
的
諸
観
念
に
よ
る
非
常
に
異
な
っ
た
問
い
や
関
心
の
扱
い
方
、
宗
教
的
な
慣

行
や
規
範
が
包
括
的
な
容
認
に
異
議
申
し
立
て
を
す
る
仕
方
を
気
に
も
留
め
ず
に
」（Lenn E

. G
oodm

an, R
eligious Pluralism

 and Values in the Public Sphere, p.3

）。

（
41
） J. H
. H

ick, “Forew
ord ”, in: W

. C
. Sm

ith, T
he M

eaning and E
nd of R

eligion, M
inneapolis: Fortress Press 1991[orig. N

ew
 York: M

acm
illan 1962]p.xi.

訳
文
は
引

用
者
の
も
の
。

（
42
） J. H

. H
ick, “Forew

ord ”, in: W
. C

. Sm
ith, T

he M
eaning and E

nd of R
eligion, p.xii.

訳
文
は
引
用
者
の
も
の
。

（
43
） 

Ｊ
・
Ｈ
・
ヒ
ッ
ク
『
宗
教
の
哲
学
（
改
訂
版
）』
一
八
六
頁
。John H

. H
ick, Philosophy of R

eligion, p.112.
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（
44
） 

Ｊ
・
Ｈ
・
ヒ
ッ
ク
『
宗
教
の
哲
学
（
改
訂
版
）』
一
八
九
頁
。John H

. H
ick, Philosophy of R

eligion, p.114.
（
45
） 「
わ
た
し
は
こ
こ
で
、
人
間
の
宗
教
性
が
世
界
的
な
世
俗
化
の
も
と
で
消
滅
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
か
ら
先
、
こ
う
し
た
事
態

の
生
じ
る
可
能
性
は
あ
る
し
、
ま
た
、
た
し
か
に
、
そ
の
よ
う
な
事
態
が
未
来
に
生
じ
る
で
あ
ろ
う
と
多
く
の
人
び
と
は
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
も
し
人
間
が
永
久
に
宗
教
的

な
動
物
で
あ
る
な
ら
ば
、
人
間
は
世
俗
化
の
ま
っ
た
だ
中
に
お
い
て
さ
え
も
、
常
に
そ
れ
に
よ
っ
て
悩
ま
さ
れ
も
す
れ
ば
、
高
め
ら
れ
も
す
る
よ
う
な
超
越
者
の
意
識
と
い
う
も

の
を
体
験
す
る
で
あ
ろ
う
。」（
Ｊ
・
Ｈ
・
ヒ
ッ
ク
『
宗
教
の
哲
学
（
改
訂
版
）』
一
九
〇
頁
。John H

. H
ick, Philosophy of R

eligion, p.114.

）

（
46
） 

ホ
セ
・
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
「
公
共
宗
教
を
論
じ
な
お
す
」
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論

Religious Pluralism and Arguments over Public Religion

Atsuhiko HORO

　Liberal has argued that the public sphere must be secular and that religions should stay 

in the private sphere. However, the tendency of deprivatization of religion seems to have 

strengthened in recent years: the Islamic revival around the world, the rise of evangelicals 

or fundamentalists in the US. Thereby such an arugument that the effect and influence of 

religion should be excluded from the public sphere is also gradually being reexamined. 

By the way, one of the main reasons for the claim that the influence of religion should be 

excluded from the public domain is possible social confusion due to the conflict between 

diverse and different religions. “Religious pluralism” as one of the theories of (christian) 

theology of religions or as a theory of philosophy of religion is the theory that attempts to 

solve the problem of conflict of truth claims based on above mentioned diversity of religion. 

So, this paper focuses on the theory of J. Hick, a representative theory of the theological and 

philosophical “religious pluralism,” and tries to examine what kind of contribution it can make 

to the current arguments over public religion and what it should learn from them. 
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