
「
名
」
と

「
像
」
の
葛
藤

「
偶
像
崇
拝
」
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
ー

谷
　
口

智
子

　
本
論
で
は
「
偶
像
崇
拝
」
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
。
「
偶
像
崇
拝
」
と
い
う

カ
テ
ゴ
リ
ー
を
め
ぐ
っ
て
、
宗
教
学
者
が
ど
の
よ
う
な
批
判
的
吟
味
を
加
え
て

き
た
か
を
間
題
に
す
る
。

　
「
偶
像
崇
拝
」
と
い
う
表
現
そ
の
も
の
は
、
創
造
物
に
対
す
る
信
仰
と
い
う

意
味
で
、
ユ
ダ
ヤ
教
以
降
の
キ
リ
ス
ト
教
伝
統
に
お
い
て
、
「
真
の
創
造
主
」

に
対
す
る
信
仰
と
対
極
的
な
も
の
と
し
て
、
異
教
に
対
し
て
軽
蔑
的
に
使
用
さ

れ
て
き
た
概
念
で
あ
る
。
こ
の
概
念
が
生
ま
れ
た
背
景
に
は
、
古
代
イ
ス
ラ
エ

ル
に
お
け
る
カ
ナ
ン
の
宗
教
と
ユ
ダ
ヤ
教
と
の
間
の
宗
教
・
文
化
接
触
の
葛
藤

や
、
他
者
理
解
の
間
題
が
根
本
的
に
存
在
す
る
。

　
こ
こ
で
は
、
両
者
の
葛
藤
と
そ
こ
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
「
偶
像
崇
拝
し
と
い

う
概
念
に
対
す
る
ミ
ル
チ
ャ
・
エ
リ
ア
i
デ
と
ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル
の
解
釈
を

取
り
上
げ
る
。
両
者
の
解
釈
は
、
宗
教
経
験
の
理
解
と
表
現
に
つ
い
て
の
そ
れ

ぞ
れ
の
方
法
論
的
関
心
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
違
い
は
、
宗
教

現
象
学
と
解
釈
学
の
違
い
で
も
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、

上
田
閑
照
の
理
論
モ
デ
ル
に
従
っ
て
分
析
、
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

エ
リ
ア
ー
デ
の
「
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
」
に
お
け
る
「
聖
と
俗
の
弁
証
法
」

　
エ
リ
ア
ー
デ
は
ル
ド
ル
フ
・
オ
ッ
ト
ー
が
非
合
理
な
る
も
の
、
恐
る
べ
き
も

の
、
魅
丁
す
る
も
の
と
表
現
し
た
「
聖
な
る
も
の
」
の
顕
現
を
、
す
べ
て
の
著

作
を
通
し
て
、
そ
の
多
様
性
に
お
い
て
解
明
し
よ
う
と
し
た
。
エ
リ
ア
ー
デ

は
、
「
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
し
一
ギ
リ
シ
ャ
語
の
「
聖
」
を
表
す
幕
；
－
、
示
現
を

表
す
呂
巴
罵
9
か
ら
の
造
語
）
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
、
聖
な
る
も
の
の
顕

　
　
　
　
　
｛
1
一

れ
を
表
現
し
た
。
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
の
基
本
的
意
味
構
造
は
、
歴
史
を
逓
じ
て

顕
れ
る
ど
の
よ
う
な
具
体
的
対
象
も
聖
な
る
も
の
の
示
現
に
な
り
う
る
、
と
い

　
　
　
　
　
一
2
」

う
こ
と
で
あ
る
。

　
聖
な
る
も
の
は
聖
な
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
が
歴
史
に
顕
れ
る
と

き
に
は
歴
史
上
の
具
体
的
対
象
を
通
し
て
は
じ
め
て
顕
れ
る
。
そ
れ
を
示
す
た

め
に
、
エ
リ
ア
ー
デ
は
「
聖
と
俗
の
弁
証
法
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
。

　
エ
リ
ァ
ー
デ
は
「
ヒ
ェ
ロ
フ
ァ
ニ
i
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
示
す
二
っ
の
困
難

　
　
　
　
　
　
　
一
＾
一

さ
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
①
生
理
的
現
象
や
日
常
生
活
全
体
の
聖
性
を

受
け
人
れ
る
こ
と
の
困
難
さ
、
②
あ
る
種
の
理
論
的
産
物
を
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
i

rk~:lJ ~ rf'~<'~ (') ~+.*~ i}*~~,~ 
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と
解
す
る
こ
と
の
困
難
さ
（
表
意
文
字
、
榔
話
記
号
、
白
然
法
則
や
道
徳
律
な

　
　
　
　
一
’
1
一

ど
一
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
ど
の
よ
う
な
問
題
を
提
起
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
最
初
の
問
題
は
、
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
な
宗
教
現
象
を
現
代
人
が
理
解
す
る
こ
と

の
困
難
さ
に
対
応
し
て
い
る
。
人
間
存
在
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
日
常
の
活
動
の

所
作
一
例
え
ば
労
働
、
食
べ
る
こ
と
、
寝
る
こ
と
、
生
殖
す
る
こ
と
、
排
泄
す

る
こ
と
）
、
あ
る
い
は
そ
の
産
物
に
至
る
ま
で
、
す
べ
て
が
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
i

に
な
り
う
る
と
い
う
見
方
は
、
現
代
人
に
は
理
解
し
に
く
い
。

　
第
二
の
間
題
は
、
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
ヒ
ェ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
の
代
表
例
が
ア

ル
カ
イ
ッ
ク
な
人
閥
に
と
っ
て
の
石
や
木
な
ど
の
自
然
の
事
物
な
の
で
、
世
界

を
構
成
す
る
自
然
の
「
も
の
」
や
象
徴
が
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
と
し
て
理
一
解
さ
れ

や
す
い
の
に
対
し
て
、
言
葉
そ
の
も
の
や
文
字
に
よ
る
構
築
物
、
牲
命
、
概

念
、
道
徳
律
な
ど
が
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
の
範
膳
に
含
ま
れ
る
こ
と
は
理
解
し
に

く
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
本
論
で
重
要
な
の
は
、
第
二
の
点
で
あ
る
。

ニ
　
リ
ク
ー
ル
に
お
け
る
「
顕
現
」
の
宗
教
と
「
宣
言
」
の
宗
教

　
エ
リ
ア
ー
デ
の
「
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
i
し
が
包
括
的
な
概
A
，
心
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
そ
の
言
語
表
現
へ
の
顕
れ
の
理
解
に
つ
い
て
の
困
難
さ
を
指
摘
し
た

の
が
、
ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル
で
あ
る
。

　
リ
ク
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
「
顕
現
一
量
葦
窃
叶
註
竃
一
」
の
宗
教
現
象

と
「
宣
言
一
肩
邑
彗
算
一
9
一
」
の
宗
教
現
象
と
の
間
に
あ
る
隔
た
り
と
し
て
表

現
さ
れ
う
る
。
研
究
論
文
集
『
聖
な
る
も
の
の
形
一
ヨ
σ
・
三
尾
叶
ぎ
o
っ
胃
「
＆
ご

に
載
せ
ら
れ
た
論
文
η
顕
現
と
宣
言
（
巨
竃
寿
竃
甘
O
箏
§
α
？
O
Z
§
註
昌
一
」

に
お
い
て
、
リ
ク
ー
ル
は
彼
が
「
顕
現
」
型
の
宗
教
と
看
微
す
も
の
の
特
徴
と

し
て
、
以
下
の
五
点
を
挙
げ
て
い
る
。

　
ル
ド
ル
フ
・
オ
ッ
ト
ー
が
そ
の
著
書
椚
聖
な
る
も
の
一
〇
竃
患
ξ
需
ご
に

お
い
て
明
示
し
た
よ
う
に
、
「
聖
な
る
も
の
」
の
特
徴
は
「
力
喜
馨
臣
」
、

「
勢
力
一
〇
婁
筆
一
」
、
「
威
力
（
享
竃
胸
婁
箒
一
」
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
「
ヌ
ミ

ノ
ー
ゼ
」
的
要
素
は
、
最
終
的
に
は
言
語
に
分
節
さ
れ
る
が
、
そ
の
経
験
の
原

初
に
お
い
て
は
分
節
化
さ
れ
る
以
前
の
根
源
的
力
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
を
示

す
。
リ
ク
ー
ル
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
そ
れ
は
「
ロ
ゴ
ス
や
宣
言
や
そ
の
伝
達

や
解
釈
の
範
騰
に
含
ま
れ
な
い
経
験
」
で
あ
る
。

　
エ
リ
ア
i
デ
の
概
念
「
ヒ
ェ
ロ
フ
ァ
ニ
i
」
が
示
す
よ
う
に
、
「
聖
が
自
ら

を
顕
に
す
る
」
こ
と
は
、
す
で
に
対
象
に
白
ら
の
意
味
を
聖
が
能
与
す
る
と
い

う
現
象
学
を
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
、
ロ
ゴ
ス
ヘ
の
分
節
化
以
前
の
「
イ
メ
ー

ジ
」
で
あ
る
。

　
ま
た
、
聖
な
る
も
の
は
「
非
言
語
性
一
g
茎
轟
三
邑
邑
身
一
」
と
い
う
特
徴

を
持
つ
。
聖
な
る
も
の
に
お
い
て
は
、
そ
の
象
徴
体
系
と
儀
礼
が
密
接
に
結
び

つ
い
て
い
る
。
聖
な
る
も
の
と
、
白
然
の
”
要
素
”
及
び
そ
の
炎
現
で
あ
る
象

徴
体
系
一
犬
空
、
大
地
、
水
、
石
、
植
物
な
ど
一
と
は
強
く
締
び
っ
い
て
い

る
。
聖
な
る
宇
宙
に
お
け
る
象
徴
体
系
の
本
質
は
、
そ
れ
が
「
繋
が
れ
た
象
徴

体
系
一
ぎ
竃
Q
ξ
ま
O
茅
邑
」
、
も
し
く
は
「
付
帯
し
た
象
微
体
系
一
隼

ぎ
「
g
け
㏄
｝
員
げ
o
豪
畠
ご
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
「
言
述
の
・
囚
巾
な
創

造
」
で
あ
る
「
隠
瞼
一
竃
冨
呂
O
こ
」
と
は
決
定
的
に
違
う
の
で
あ
る
一
象
徴

と
隠
楡
の
違
い
に
つ
い
て
は
リ
ク
ー
ル
の
一
連
の
研
究
を
参
照
せ
よ
一
。

　
さ
ら
に
、
聖
な
る
宇
術
の
構
造
そ
の
も
の
に
的
来
す
る
「
照
応
の
論
理

一
一
婁
O
h
§
J
・
①
老
○
邑
竃
∩
邑
」
が
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
大
字
術
と
小

宇
宙
、
天
と
地
の
聖
婚
及
び
男
女
の
締
合
と
い
っ
た
象
徴
体
系
の
照
応
な
ど
で

あ
る
。
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リ
ク
ー
ル
は
、
エ
リ
ア
i
デ
の
「
ヒ
ェ
ロ
フ
ァ
ニ
i
」
の
事
例
一
例
え
ば
石

や
木
な
ど
）
を
η
顕
現
L
の
宗
教
現
象
の
も
っ
と
も
顕
著
な
例
と
し
て
把
握
し

て
い
る
。
「
顕
現
し
の
宗
教
の
特
徴
は
、
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
の
明
確
な
表
現
が

言
語
化
以
前
の
事
物
に
対
す
る
「
顕
現
」
と
そ
の
表
現
で
あ
る
象
徴
に
由
来
す

る
こ
と
で
あ
る
。
聖
な
る
も
の
の
経
験
は
、
言
語
化
さ
れ
る
以
前
の
「
ロ
ゴ
ス

や
宣
言
や
そ
の
伝
達
や
解
釈
の
範
購
に
含
ま
れ
て
い
な
い
経
験
し
と
み
な
さ

れ
、
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
な
宗
教
現
象
に
お
い
て
エ
リ
ア
ー
デ
が
「
ヒ
エ
ロ
フ
ァ

ニ
ー
し
と
提
示
し
た
自
然
の
諸
要
素
や
そ
れ
ら
に
基
づ
い
た
象
徴
に
よ
り
も
っ

と
も
表
現
さ
れ
や
す
い
。
そ
こ
で
は
言
語
は
特
別
扱
い
さ
れ
ず
、
ヒ
エ
ロ
フ
ァ

ニ
ー
は
言
語
へ
の
分
節
化
以
前
の
ヌ
ミ
ノ
ー
ゼ
、
想
像
的
な
も
の
に
よ
っ
て

も
っ
と
も
よ
く
表
現
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
榔
話
と
儀
礼
は
相
関
し
、
象
徴
体
系

は
自
然
に
繋
が
れ
、
独
特
の
η
照
応
の
論
理
し
が
あ
る
。

　
一
方
、
「
宣
言
し
は
、
神
の
言
語
へ
の
顕
れ
と
、
神
の
言
葉
を
他
者
に
宣
べ

伝
え
る
「
宣
教
」
の
意
味
を
も
含
む
。
こ
と
に
、
ユ
ダ
ヤ
教
な
ど
榔
の
言
葉
や

そ
れ
を
も
と
に
し
た
ロ
ゴ
ス
一
規
範
、
道
徳
律
、
神
話
、
教
典
、
文
字
に
よ
っ

て
記
録
さ
れ
た
歴
史
）
を
重
視
す
る
宗
教
は
、
「
顕
現
し
の
宗
教
に
対
し
、
「
宣

言
」
の
宗
教
と
見
な
さ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
「
顕
現
」
の
宗
教
と
「
宣
言
」
の
宗
教
は
ど
ち
ら
も
根
本
的
か

つ
重
要
な
態
度
を
示
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
歴
史
上
対
立
し
て
き
た
。
そ

の
対
立
の
も
っ
と
も
顕
著
な
事
例
は
カ
ナ
ン
の
宗
教
と
ユ
ダ
ヤ
の
宗
教
と
の
葛

藤
で
あ
る
。
カ
ナ
ン
の
宗
教
（
バ
ア
ル
神
や
地
母
神
に
対
す
る
信
仰
）
は
自
然

や
宇
宙
的
象
徴
に
繋
が
れ
た
η
顕
現
一
竃
薫
窃
奪
一
〇
巳
L
の
宗
教
で
あ
り
、

ユ
ダ
ヤ
の
宗
教
は
神
の
言
の
「
宣
言
」
も
し
く
は
「
宣
教
」
一
肩
己
§
き
冨
）

の
宗
教
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
、
そ
れ
は
、
η
偶
像
崇
拝
L
や
聖
像
、
象
徴
体

系
の
破
壊
と
い
う
歴
史
現
象
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
。
後
者
は
前
者
を
η
偶
像

崇
拝
し
と
名
付
け
、
否
定
し
、
「
勝
利
し
た
」
。

　
ユ
ダ
ヤ
教
以
降
古
代
文
明
の
伝
統
の
中
で
確
立
し
た
「
言
語
一
物
語
、
十

戒
、
預
言
、
知
恵
、
賛
歌
な
ど
一
」
の
「
象
微
」
に
対
す
る
「
優
位
」
は
、
カ

ナ
ン
農
耕
宗
教
以
降
の
白
然
の
象
徴
に
根
ざ
し
た
「
偶
像
崇
拝
」
的
宗
教
へ
の

対
抗
と
排
他
を
意
味
し
、
「
像
」
に
対
す
る
「
名
」
の
神
学
の
「
優
位
」
を
示

し
た
。
特
に
モ
ー
セ
の
律
法
一
ト
ー
ラ
↓
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
偶
像
破
壊
に

対
す
る
「
言
葉
」
の
優
越
的
力
は
、
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
的
「
一
神
論
」
と

そ
の
他
の
η
多
神
論
的
宗
教
」
を
区
別
す
る
と
同
時
に
、
前
者
の
後
者
に
対
す

る
優
越
性
、
及
び
排
除
の
論
理
と
言
述
を
提
示
し
て
き
た
。

　
し
か
し
、
宗
教
の
言
語
表
現
と
象
徴
表
現
の
間
に
あ
る
両
者
の
対
立
と
隔
た

り
は
、
リ
ク
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
弁
証
法
的
に
解
消
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
、

と
さ
れ
る
。
宇
宙
的
生
命
的
な
聖
な
る
も
の
の
支
え
と
仲
介
が
な
け
れ
ば
、
そ

こ
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
言
葉
そ
れ
自
体
は
極
め
て
抽
象
的
な
も
の
に
な
る
。
聖

な
る
も
の
の
顕
現
と
そ
れ
を
あ
ら
わ
す
宇
笛
の
象
徴
体
系
は
、
言
葉
へ
の
分
節

化
以
前
の
現
象
を
意
味
す
る
が
、
同
様
に
言
葉
へ
の
分
節
化
と
解
釈
を
用
意
す

る
も
の
で
も
あ
る
。
リ
ク
ー
ル
に
お
い
て
は
、
㍗
顕
現
L
の
現
象
学
と
「
宣

言
」
の
解
釈
学
は
こ
う
し
て
和
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
な
る
。

三
　
　
「
偶
像
崇
拝
」
と
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
ー
エ
リ
ア
ー
デ
の
理
解
1

　
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
リ
ク
i
ル
が
明
確
に
し
た
次
の
二
つ
の
点
で
あ
る
。

第
一
に
、
工
り
ア
ー
デ
の
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
は
包
括
的
概
念
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
そ
の
象
徴
表
現
一
像
一
の
豊
か
さ
の
前
に
は
言
語
表
現
が
隠
れ
て
し

ま
う
傾
向
が
あ
る
こ
と
、
第
二
に
、
「
顕
現
」
の
宗
教
と
「
宣
言
」
の
宗
教
は
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歴
史
的
に
対
立
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
人
類
の
宗
教
史
全
体
を
鑑
み
て
、
「
顕
現
し
型
の
宗
教
は
、
「
宣
言
」
型
の
宗

教
で
あ
る
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
・
イ
ス
ラ
ム
の
諸
宗
教
に
よ
っ
て
、
「
偶
像
崇

拝
」
と
み
な
さ
■
れ
、
否
定
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
例
え
ば
リ

ク
ー
ル
が
「
顕
現
」
と
「
宣
言
」
の
宗
教
間
の
葛
藤
の
代
表
例
と
し
て
あ
げ
た

カ
ナ
ン
の
宗
教
と
ユ
ダ
ヤ
の
宗
教
の
「
対
立
し
一
と
い
っ
て
も
こ
の
「
対
立
」

は
後
者
に
よ
る
前
者
の
批
判
と
い
う
一
方
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
が
一
は
、
歴

史
上
の
異
な
る
二
類
型
の
宗
教
の
「
対
立
し
を
示
す
も
っ
と
も
有
名
な
モ
デ
ル

で
あ
る
。

　
こ
の
二
類
型
の
宗
教
閥
対
立
は
、
異
な
る
宗
教
間
に
お
け
る
接
触
の
「
ア
ー

キ
タ
イ
プ
一
ξ
O
ぎ
q
潟
一
」
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

η
ア
ー
キ
タ
イ
プ
」
と
は
原
型
で
あ
り
、
後
世
に
何
度
も
反
復
さ
れ
る
モ
デ
ル

で
あ
る
。
宗
教
学
で
は
、
一
般
的
に
儀
礼
の
原
型
と
な
る
創
造
神
語
的
行
為
が

ア
ー
キ
タ
イ
プ
と
見
な
さ
れ
、
宗
教
接
触
の
ア
ー
キ
タ
イ
プ
と
い
う
も
の
が
想

定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
歴
史
上
も
っ
と
も
深
刻
な
異
宗
教

間
対
立
の
出
来
事
が
、
後
世
の
あ
ら
ゆ
る
宗
教
接
舳
の
状
況
や
場
而
一
例
え
ば

ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
と
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
、
キ
リ
ス
ト
教
と
ロ
ー
マ
の
宗
教
、
悩
欧
人
に

よ
る
「
新
世
界
の
発
見
」
と
異
教
徒
の
征
服
・
改
宗
一
に
お
い
て
、
繰
り
返
し

反
復
さ
れ
る
「
原
型
」
と
な
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
を
ア
ー
キ
タ
イ
プ
と
み
な
し

て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ユ
ダ
ヤ
宗
教
に
よ
る
カ
ナ
ン
宗
教
の
辿

審
を
、
少
な
く
と
も
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
を
印
心
と
し
た
泄
界
と
異
枇
界
と

の
閥
の
宗
教
接
触
の
ア
ー
キ
タ
イ
プ
と
看
倣
し
て
も
過
喬
で
は
な
か
ろ
う
。

　
カ
ナ
ン
の
宗
教
と
ユ
ダ
ヤ
の
宗
教
の
対
立
に
つ
い
て
は
、
エ
リ
ア
ー
デ
も
取

り
上
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
エ
リ
ァ
ー
デ
は
こ
の
両
者
の
対
立
を
リ
ク
ー
ル
が

示
し
た
「
顕
現
」
と
「
宣
言
し
と
い
う
二
類
型
に
よ
っ
て
で
な
く
、
ヒ
エ
ロ

フ
ァ
ニ
ー
の
歴
史
に
お
け
る
盛
衰
に
す
ぎ
な
い
と
看
傲
し
て
い
る
。

　
彼
は
、
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
の
顕
れ
と
し
て
の
「
偶
像
崇
拝
し
を
、
基
本
的
に

二
つ
の
方
向
性
に
基
づ
い
て
捉
え
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
、
古
代
セ
ム
族
に
お
け

る
バ
ア
ル
神
か
ら
ヤ
ハ
ウ
ェ
神
へ
の
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
i
の
交
代
と
い
う
歴
史
的

移
行
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
宗
教
学
者
が
「
偶
像
崇
拝
」
と
し
て
顕
れ
る
ヒ
エ
ロ

フ
ァ
ニ
ー
を
ど
う
評
価
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
エ

リ
ア
ー
デ
は
最
初
の
例
で
、
「
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
が
実
現
し
た
民
族
の
歴
史
そ

の
も
の
の
方
が
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
を
越
え
て
し
ま
っ
た
」
事
例
と
し
て
、
バ
ア

ル
神
と
ヤ
ハ
ウ
ェ
神
の
葛
藤
を
あ
げ
、
第
二
の
例
と
し
て
、
イ
ン
ド
の
聖
物
崇

拝
ア
ル
カ
ー
と
榊
学
者
ロ
カ
ー
チ
ャ
ル
ヤ
i
の
解
釈
理
■
論
の
一
致
を
あ
げ
て
い

る
。　

ま
ず
、
第
一
の
例
か
ら
示
そ
う
。
エ
リ
ア
ー
デ
に
よ
れ
ば
、
対
偶
神
一
暴
風

と
多
産
の
柳
バ
ア
ル
と
、
豊
饒
の
女
榔
一
を
祀
る
カ
ナ
ン
の
宗
教
は
、
有
機
灼

小
命
の
聖
性
や
血
、
性
、
多
産
な
ど
の
根
元
的
な
力
を
あ
ら
わ
す
ヒ
ェ
ロ
フ
ァ

ニ
ー
で
あ
っ
た
。
こ
の
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
は
長
い
閥
、
カ
ナ
ン
に
住
む
十
口
代
セ

ム
族
を
支
配
し
て
い
た
が
、
ユ
ダ
ヤ
の
預
言
者
は
こ
の
崇
拝
を
ヤ
ハ
ウ
ェ
ヘ
の

涜
神
と
み
な
し
た
。
モ
ー
セ
の
宗
教
改
革
を
契
機
と
し
て
、
も
っ
と
高
度
で
純

粋
、
か
つ
完
全
な
榊
概
念
に
到
逮
し
た
預
言
者
の
観
点
か
ら
、
こ
の
批
判
は
止

当
と
さ
れ
た
。
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
は
、
選
ば
れ
た
民
の
宗
教
体
験

に
お
い
て
成
就
し
、
そ
れ
ま
で
パ
ア
ル
榔
崇
拝
に
集
巾
し
て
い
た
根
元
的
な
力

を
制
御
し
つ
つ
小
沽
を
梁
化
し
た
。
さ
ら
に
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー

は
、
人
糊
の
生
活
や
運
命
が
新
し
い
伽
他
を
授
け
ら
れ
る
霊
的
衡
み
を
啓
ホ

し
、
も
っ
と
鍛
か
な
宗
教
体
験
を
、
も
っ
と
「
純
粋
」
で
同
時
に
も
っ
と
完
全
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な
神
と
の
交
わ
り
を
容
易
に
獲
得
し
た
。
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
を
媒
介
と
し

て
、
そ
の
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
i
は
民
族
を
超
え
た
普
遍
的
地
平
を
獲
得
し
た
と
い

う
の
で
あ
る
。

　
エ
リ
ア
ー
デ
．
に
よ
れ
ば
、
宗
教
史
と
は
そ
の
大
部
分
が
、
聖
が
顕
れ
る
過
程

に
お
い
て
、
新
た
に
伽
他
付
け
し
た
り
、
そ
の
価
値
を
減
退
さ
せ
た
り
す
る
歴

史
で
あ
る
。
そ
の
見
方
に
従
え
ば
、
偶
像
崇
拝
や
偶
像
破
壊
は
ヒ
エ
ロ
フ
ァ

ニ
i
の
現
象
を
前
に
し
て
の
精
神
の
白
然
な
態
度
で
あ
る
と
い
う
。
な
ぜ
な

ら
、
新
し
い
啓
示
を
所
有
し
て
い
る
者
一
例
え
ば
古
代
ユ
ダ
ヤ
教
に
お
い
て

モ
ー
セ
に
与
え
ら
れ
た
「
十
戒
」
を
信
奉
す
る
立
場
一
に
と
っ
て
、
古
い
ヒ
エ

ロ
フ
ァ
ニ
ー
は
た
だ
そ
の
最
初
の
意
昧
、
す
な
わ
ち
聖
の
様
態
の
示
現
と
し
て

の
意
味
を
失
う
の
み
で
な
く
、
宗
教
経
験
を
改
善
す
る
上
で
の
障
害
と
み
な
さ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ど
ん
な
種
類
の
ど
ん
な
宗
教
で
あ
れ
、
偶
像
破
壊
論
者
は

彼
ら
一
目
身
の
宗
教
経
験
に
よ
っ
て
も
ま
た
そ
の
経
験
が
成
就
す
る
歴
史
の
時
点

に
よ
っ
て
も
正
当
化
さ
れ
る
と
い
う
。
彼
ら
は
「
過
ぎ
去
っ
た
宗
教
的
段
階
で

は
受
け
人
れ
ら
れ
て
い
た
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
を
、
今
や
宗
教
的
次
元
で
は
価
値

、
づ
け
ら
れ
な
い
か
ら
」
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
エ
リ
ア
ー
デ
は
カ
ナ
ン
の
儀
礼
的
宗
教
が
ユ
ダ
ヤ
の
預
言
者
の
宗

教
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
こ
と
を
宗
教
接
触
の
問
題
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
古

代
セ
ム
族
に
お
け
る
ひ
と
つ
の
宗
教
改
革
と
捉
え
、
そ
の
上
で
ヒ
エ
ロ
フ
ァ

ニ
ー
の
交
替
や
盛
衰
と
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
実
際
は
、
単
に
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
の
交
替
や
盛
衰
の
問
題
だ
け
に

は
と
ど
ま
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
エ
リ
ア
ー
デ
は
バ
ア
ル
の
「
像
」
が
ヤ
ハ
ウ
エ

の
「
像
」
に
打
ち
負
か
さ
れ
た
と
表
現
し
た
が
、
そ
の
表
現
は
的
確
で
は
な

い
。
む
し
ろ
バ
ア
ル
の
「
像
し
は
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
「
言
」
に
打
ち
負
か
さ
れ
た
と

い
う
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ヤ
ハ
ウ
ェ
は
そ
も
そ
も
モ
ー
セ
に
「
像
」
を
禁

じ
た
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
命
令
は
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
以
外
の
抑
を

崇
め
る
な
と
い
づ
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
二
点
を
逸
脱
す
る
行
為
が
、
ヤ
ハ

ウ
ェ
の
肴
に
基
、
づ
い
て
「
偶
像
崇
拝
」
の
原
因
と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
古
代
イ
ス
ラ
エ
ル
の
宗
教
的
泄
界
に
お
い
て

は
、
バ
ア
ル
榊
や
農
耕
女
神
は
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
言
に
よ
っ
て
「
燭
像
」
へ
と
零

落
さ
せ
ら
れ
た
。
モ
ー
セ
の
宗
教
改
革
は
、
単
な
る
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
i
の
交
替

劇
を
、
ま
っ
た
く
質
的
に
異
な
る
レ
ベ
ル
ヘ
、
形
象
一
像
一
か
ら
青
葉
へ
と
、

棚
対
的
か
つ
多
元
的
な
伽
値
か
ら
絶
対
的
か
つ
二
兀
的
な
伽
他
へ
と
、
問
題
を

根
本
か
ら
変
え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

四
　
　
「
偶
像
崇
拝
」
と
「
顕
現
」
の
宗
教
ー
リ
ク
ー
ル
の
場
合
1

　
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
の
伝
統
の
も
と
に
、
リ
ク
ー
ル
は
、
エ
リ
ア
ー
デ
と
異

な
る
立
場
を
と
る
。
リ
ク
ー
ル
に
お
い
て
は
、
「
宗
教
的
な
も
の
」
と
「
聖
な

る
も
の
し
と
は
異
な
る
意
味
を
持
つ
。
ユ
ダ
ヤ
教
の
預
雷
者
の
テ
キ
ス
ト
に
お

い
て
、
両
者
の
閥
に
は
完
金
な
裂
け
目
が
あ
る
。
彼
ら
は
、
カ
ナ
ン
の
宗
教
、

「
偶
像
」
で
あ
る
バ
ア
ル
と
ア
ス
タ
ロ
テ
、
植
物
と
農
業
の
榔
話
、
止
目
然
と
宇

宙
の
聖
性
に
対
し
て
絶
え
間
な
い
争
い
を
繰
り
返
す
。
同
様
に
こ
れ
ら
の
隅

像
、
祭
儀
、
榊
話
を
「
聖
な
る
も
の
」
と
み
な
す
こ
と
に
抵
抗
を
感
じ
て
い

る
。
預
言
者
の
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
「
聖
な
る
も
の
」
に
対
す
る

批
判
に
は
、
い
く
つ
か
理
由
が
あ
る
。
以
下
、
リ
ク
ー
ル
の
払
」
㎜
丈
「
顕
現
と
宣

青
」
に
お
け
る
リ
ク
i
ル
白
身
の
ま
と
め
に
し
た
が
っ
て
整
理
し
て
み
よ
う
。

　
第
一
に
ヘ
ブ
ラ
イ
の
伝
統
に
お
い
て
は
言
葉
が
ヌ
ミ
ノ
ー
ゼ
を
超
え
る
。
イ

ス
ラ
エ
ル
榔
学
は
あ
る
特
定
の
重
要
な
雷
述
の
周
辺
に
継
織
化
さ
れ
る
。
一
方

「名」と㍗象」σ）岩；亙奏39



で
は
、
物
語
一
エ
ジ
プ
ト
か
ら
の
脱
出
一
と
律
法
は
伝
統
的
神
学
の
基
盤
と
な

り
、
他
方
で
は
、
民
族
創
立
の
出
来
事
の
物
語
か
ら
生
ま
れ
た
確
信
や
信
頼
を

揺
る
が
す
預
言
、
雅
歌
、
知
恵
の
書
が
あ
る
。
宗
教
的
な
基
礎
付
け
は
す
べ
て

こ
の
よ
う
な
発
話
行
為
を
と
お
す
。

　
第
二
に
、
ト
ー
ラ
ー
の
戒
め
は
、
「
像
（
イ
メ
ー
ジ
一
」
を
通
し
た
ど
の
よ
う

な
聖
の
顕
れ
も
克
服
す
る
、
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
「
名
」
の
神
学
が
「
像
」

の
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
に
対
立
す
る
。
事
実
、
偶
像
に
対
す
る
禁
止
が
ヤ
ハ
ウ
ェ

の
名
に
お
い
て
行
わ
れ
る
の
は
偶
然
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
神
の
言
葉
を
聞

く
こ
と
が
聖
の
徴
の
顕
れ
に
取
っ
て
代
わ
る
。
そ
れ
は
「
倫
理
的
」
な
も
の
で

あ
り
、
「
感
性
的
」
な
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
十
戒
は
偶
像
崇
拝
に

「
勝
利
す
る
」
。

　
第
三
に
、
顕
現
の
宗
教
に
お
い
て
神
話
と
儀
礼
は
密
接
に
結
び
つ
き
、
儀
礼

の
「
反
復
し
は
宇
宙
創
造
論
的
神
話
に
お
け
る
は
じ
め
の
時
へ
の
回
帰
を
示
す

が
、
ヘ
ブ
ラ
イ
の
世
界
で
は
む
し
ろ
生
活
の
規
範
や
「
歴
史
」
の
一
回
性
が
重

要
に
な
る
。

　
第
四
に
、
ヘ
ブ
ラ
イ
の
宗
教
に
お
い
て
、
自
然
の
聖
性
は
、
一
般
に
言
葉
、

倫
理
上
の
規
範
、
歴
史
の
前
に
後
退
す
る
。
特
に
、
「
歴
史
」
の
神
学
は
「
宇

宙
し
の
神
学
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
前
者
に
よ
る
後
者
へ
の
戦
い
は

無
情
で
あ
り
ど
の
よ
う
な
譲
歩
も
な
い
。
例
え
ば
、
第
ニ
イ
ザ
ヤ
書
の
預
言

は
、
儀
礼
が
聖
化
す
る
宇
宙
を
次
の
よ
う
に
解
体
す
る
。
η
あ
な
た
が
た
は
木

を
伐
り
倒
し
て
、
二
本
に
し
な
さ
い
。
そ
の
半
分
で
あ
な
た
が
た
は
偶
像
を
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
川
一

り
、
も
う
半
分
で
あ
な
た
が
た
自
身
を
暖
め
る
火
を
お
こ
し
な
さ
い
。
し

　
第
五
に
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
と
そ
の
契
約
の
民
の
存
在
様
式
は
、
「
聖
な
る
場
所
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
ワ

を
中
心
と
す
る
宇
宙
神
学
や
「
居
住
」
と
い
う
行
為
の
対
極
に
あ
る
と
さ
れ

る
。
例
え
ば
あ
る
ラ
ビ
は
、
「
私
の
後
に
従
い
な
さ
い
。
私
は
息
子
を
彼
の
父

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
0

親
、
娘
を
彼
女
の
義
理
の
母
か
ら
離
す
た
め
に
来
た
。
あ
な
た
の
敵
は
あ
な
た

自
身
の
家
か
ら
来
る
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
は
、
白
分
自

身
を
環
境
か
ら
根
こ
そ
ぎ
に
し
な
け
れ
ば
、
櫛
の
弟
子
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。
こ
の
環
境
か
ら
の
断
絶
は
、
聖
な
る
宇
宙
の
「
照
応
の
論
理
」
を
覆
す
。

　
以
上
、
リ
ク
ー
ル
の
ま
と
め
に
従
い
、
「
宣
言
」
の
宗
教
で
あ
る
ユ
ダ
ヤ
教

の
特
徴
、
す
な
わ
ち
、
な
ぜ
「
宣
言
」
の
宗
教
が
「
顕
現
」
の
宗
教
を
批
判
す

る
か
に
つ
い
て
の
特
徴
と
な
る
も
の
を
整
理
し
た
。
こ
こ
に
「
偶
像
崇
拝
」
や

象
徴
理
解
の
問
題
も
含
ま
れ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
聖
が
「
顕
現
」
す
る
ヒ
エ

ロ
フ
ァ
ニ
ー
を
、
ロ
ゴ
ス
中
心
の
「
宣
言
」
の
宗
教
の
側
か
ら
「
偶
像
し
、
あ
ー

る
い
は
破
壊
さ
れ
る
べ
き
イ
コ
ン
や
徴
と
看
倣
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
の
で
あ

る
。

五
　
上
田
閑
照
に
よ
る
「
経
験
と
言
葉
一
自
覚
一
し
の
三
つ
の
モ
デ
ル

　
さ
て
、
こ
こ
で
こ
の
問
題
を
、
■
上
田
閑
照
に
よ
る
「
経
験
と
言
葉
一
白

覚
一
し
の
三
つ
の
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
捉
え
直
し
て
み
よ
う
。
上
田
閑
照
は
、
門
経

験
と
自
覚
－
西
田
哲
学
の
「
場
所
」
を
求
め
て
ー
』
や
、
そ
の
他
の
い
く
つ
か

　
　
一
讐

の
著
作
に
お
い
て
、
西
田
哲
学
に
依
拠
し
な
が
ら
、
宗
教
経
験
（
「
純
粋
経

験
」
一
と
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
二
段
階
の
書
語
化
（
分
節
化
一
と
い
う
理
論
モ

デ
ル
一
A
l
B
l
C
一
を
展
開
し
て
い
る
。
本
論
で
は
、
こ
の
モ
デ
ル
に
つ

い
て
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
上
田
の
論
文
「
こ
と
ば
－
あ
る
い
は
実
存

　
　
　
　
■
”
甘

と
虚
存
と
－
」
を
参
考
に
す
る
。

　
上
田
は
、
「
色
を
見
、
音
を
聞
く
刹
那
、
未
だ
主
も
な
く
客
も
な
い
し
と
こ

ろ
の
原
初
の
純
粋
経
験
を
、
言
葉
を
絶
す
る
と
同
時
に
新
し
く
言
葉
へ
の
発
端



に
な
る
根
本
経
験
で
あ
り
、
こ
れ
を
根
源
語
一
A
一
と
看
微
す
。
さ
ら
に
、
純

粋
経
験
の
言
葉
、
す
な
わ
ち
、
純
粋
経
験
白
身
が
語
る
純
粋
経
験
的
言
葉
、
歳

言
風
に
二
言
で
言
い
切
る
こ
と
で
す
べ
て
を
語
る
根
本
句
一
例
え
ば
西
田
の

「
あ
り
の
ま
ま
が
真
で
あ
る
」
、
「
物
来
っ
て
我
を
照
ら
す
」
な
ど
一
を
第
一
次

分
節
一
B
）
と
し
、
純
粋
経
験
に
つ
い
て
語
る
言
葉
、
純
粋
経
験
に
つ
い
て
語

り
つ
つ
経
験
の
総
体
を
統
合
的
に
関
連
、
づ
け
て
語
る
理
論
的
を
言
葉
一
例
え
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
憂
一

著
作
と
し
て
の
『
善
の
研
究
』
一
を
第
二
次
分
節
一
C
）
と
す
る
。
こ
の
三
つ

の
次
元
の
動
的
連
関
を
形
式
的
に
一
般
化
す
れ
ば
、
「
禅
と
は
こ
う
い
う
も
ん

だ
」
と
言
い
な
が
ら
机
を
「
ガ
タ
ガ
タ
」
動
か
し
て
見
せ
た
と
い
う
鈴
木
大
拙

の
「
ガ
タ
ガ
タ
」
を
根
源
語
と
み
な
し
、
そ
の
白
覚
の
中
で
出
さ
れ
る
「
無
分

別
の
分
別
」
と
い
う
大
拙
の
根
本
句
を
第
一
次
分
節
、
こ
の
「
無
分
別
の
分

別
」
を
世
界
思
想
に
お
い
て
語
る
大
拙
の
エ
ッ
セ
イ
を
第
二
次
分
節
と
す
る
。

ま
た
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
『
哲
学
的
直
観
』
に
お
け
る
「
直
観
／
イ
メ
ー
ジ
／
概

一
’
〃
一

念
」
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
『
哲
学
』
第
三
巻
「
形
而
上
学
」
に
お
け
る
「
超
越
的

な
る
も
の
の
経
験
に
関
す
る
第
一
の
言
葉
／
第
二
の
言
葉
／
第
三
の
言
葉
」

一
超
越
者
が
直
接
に
語
る
言
葉
、
な
い
し
存
在
の
言
葉
と
し
て
の
”
第
一
の
言

葉
”
／
超
越
者
へ
の
実
存
の
反
響
、
超
越
者
を
他
者
に
伝
達
す
る
言
葉
と
し
て

の
イ
メ
ー
ジ
や
神
話
な
ど
の
”
第
二
の
言
葉
〃
／
超
越
者
に
っ
い
て
の
理
論

的
、
思
弁
的
言
葉
、
例
え
ば
、
神
学
や
教
義
、
形
而
上
学
な
ど
の
”
第
三
の
言

葉
”
）
に
棚
当
す
る
。

　
要
約
す
れ
ば
、
上
田
は
、
言
諦
世
界
に
生
き
る
人
問
に
与
え
ら
れ
た
「
原

与
」
と
し
て
の
根
本
経
験
一
A
一
一
「
言
葉
が
奪
わ
れ
る
経
験
に
し
て
同
時
に

言
葉
が
生
ま
れ
る
経
験
し
と
、
そ
の
経
験
が
言
葉
の
分
節
に
よ
り
自
覚
的
に

展
開
形
成
さ
れ
る
段
階
を
（
B
一
一
C
一
の
二
段
階
に
分
け
、
こ
れ
ら
の

一
A
一
一
B
一
一
C
一
連
関
を
一
体
と
し
て
、
「
経
験
」
と
言
葉
に
よ
る
「
経

験
し
の
白
覚
一
も
し
く
は
白
己
理
解
）
と
そ
の
表
現
の
モ
デ
ル
と
看
倣
し
て
い

る
。　

上
田
の
こ
の
モ
デ
ル
は
、
禅
体
験
の
み
で
な
く
広
い
意
味
で
の
宗
教
体
験
と

そ
の
白
覚
的
表
現
に
つ
い
て
も
適
用
さ
れ
る
。
「
聖
な
る
も
の
」
の
本
質
を

「
ヌ
ミ
ノ
ー
ゼ
」
と
い
う
概
念
で
表
現
し
た
宗
教
学
者
ル
ド
ル
フ
・
オ
ッ
ト
ー

に
照
ら
し
て
言
え
ば
、
（
A
一
ヌ
ミ
ノ
ー
ゼ
の
体
験
、
（
B
一
「
ヌ
ミ
ノ
ー
ゼ
は

魅
惑
す
る
怖
し
い
も
の
一
邑
㏄
奪
一
暮
幕
毒
邑
；
一
で
あ
る
」
と
い
う
オ
ッ

ト
ー
の
白
覚
的
表
現
、
一
C
一
著
作
と
し
て
の
オ
ッ
ト
ー
の
門
聖
な
る
も
9
、

と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
こ
の
三
つ
の
モ
デ
ル
一
A
一
「
根
源
諦
」
、
一
B
一
「
第
一
次
分
節
し
一
C
一
「
第

二
次
分
節
」
を
、
さ
ら
に
「
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
i
」
、
も
し
く
は
、
「
顕
現
」
と

「
宣
言
」
の
宗
教
の
二
類
型
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
ど
う
な
る
だ
ろ
う

か
。　

ま
ず
、
絶
対
的
㍗
原
与
L
と
し
て
の
「
宗
教
体
験
」
も
し
く
は
、
「
聖
な
る

も
の
」
の
顕
現
を
一
A
）
の
根
本
体
験
一
も
し
く
は
「
根
源
語
」
）
と
看
微
す

こ
と
が
で
き
る
。
「
聖
な
る
も
の
」
の
顕
れ
は
、
絶
対
的
「
原
与
」
、
す
な
わ

ち
、
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
顕
現
は
、
「
聖
が

顕
れ
た
」
と
言
っ
て
も
言
わ
な
く
て
も
顕
れ
る
、
言
葉
以
前
の
経
験
だ
か
ら
で

あ
る
。
そ
の
根
本
体
験
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、
「
聖
な
る
も
の
」
の
中
に
人

間
が
踏
み
込
ん
で
何
か
し
ら
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
経
験
は
、
一
そ
れ

が
、
事
物
に
顕
れ
る
聖
体
至
現
で
あ
れ
、
神
の
言
葉
で
あ
れ
一
絶
対
的
に
受
動

的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
、
先
の
議
論
に
当
て
は
め
れ
ば
、
「
ヒ
エ
ロ
フ
ア

ニ
ー
し
の
顕
れ
は
、
こ
の
レ
ベ
ル
の
「
根
源
語
」
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で

名」と「像」の葛藤14



き
る
。

　
次
に
、
そ
の
経
験
さ
れ
た
「
聖
な
る
も
の
し
の
顕
れ
を
自
覚
す
る
最
初
の
言

葉
一
イ
メ
ー
ジ
、
神
話
、
象
徴
な
ど
も
含
む
一
に
よ
る
分
節
化
を
一
B
一
「
第

一
次
分
節
」
と
看
微
す
こ
と
が
で
き
る
。
「
聖
な
る
も
の
」
の
顕
れ
に
対
し
、

「
聖
な
る
も
の
し
が
顕
れ
た
と
白
覚
す
る
体
験
、
あ
る
い
は
、
「
聖
な
る
も

の
」
が
顕
れ
た
と
白
覚
す
る
表
現
一
象
徴
、
神
話
、
イ
メ
ー
ジ
を
含
む
一
を
、

こ
の
次
元
に
属
す
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
「
聖
な
る
も

の
」
の
顕
現
に
対
す
る
■
反
響
、
も
し
く
は
自
覚
的
表
現
、
そ
し
て
解
釈
で
あ

る
。　

次
に
、
（
B
）
第
二
次
分
節
と
し
て
、
「
聖
な
る
も
の
」
の
顕
れ
に
つ
い
て
語

る
理
論
的
表
現
、
例
え
ば
、
聖
な
る
も
の
の
顕
れ
に
つ
い
て
受
信
す
る
人
間
の

側
か
ら
の
反
応
、
も
し
く
は
解
釈
を
、
当
の
「
聖
な
る
も
の
」
で
あ
る
垂
直
方

向
の
「
他
者
」
に
反
響
す
る
（
こ
の
場
合
は
「
神
秘
主
義
」
一
、
も
し
く
は
水
平

方
向
の
「
他
者
」
に
伝
え
る
一
こ
の
場
合
は
「
宣
教
し
次
元
が
あ
る
。
神
の

言
葉
の
経
験
を
他
者
に
宣
べ
伝
え
る
「
宣
教
」
の
宗
教
は
、
こ
の
次
元
に
属
す

る
と
考
え
ら
れ
る
一
モ
ー
セ
の
「
十
戒
し
な
ど
も
含
ま
れ
る
一
。
ま
た
、
「
聖
な

る
も
の
一
超
越
的
人
格
神
、
非
人
格
的
超
越
性
、
禅
体
験
な
ど
も
含
む
一
」
に

つ
い
て
第
三
者
的
に
そ
れ
を
語
る
研
究
論
文
や
聖
書
釈
義
、
神
学
、
教
義
な
ど

も
等
し
く
、
こ
の
「
第
二
次
分
節
し
の
レ
ベ
ル
に
属
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。　

以
上
、
上
田
の
理
論
モ
デ
ル
を
も
と
に
議
論
を
整
理
し
て
き
た
が
、
そ
の
主

旨
は
、
聖
の
「
顕
現
」
と
、
「
顕
現
」
の
「
宣
言
」
及
び
「
宣
教
」
に
は
、
質

的
に
異
な
る
次
元
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
聖
が
自
ら
を
顕
す
」
経
験

を
根
本
経
験
と
す
る
な
ら
ぱ
、
「
聖
が
自
ら
を
顕
わ
し
た
」
と
白
覚
す
る
こ
と

は
そ
の
反
響
で
あ
り
二
次
的
行
為
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
聖
が
白
ら
を
顕
し

た
」
あ
る
い
は
「
神
が
こ
の
よ
う
に
言
葉
を
宣
べ
ら
れ
た
」
と
「
宣
言
」
し
他

人
に
宣
べ
伝
え
る
「
宣
教
」
の
行
為
は
三
次
的
な
行
為
で
あ
る
、
と
い
え
る
。

　
両
類
型
の
違
い
は
、
「
顕
現
」
に
力
点
を
置
い
た
型
の
宗
教
現
象
と
「
宣

言
し
に
力
点
を
置
い
た
型
の
宗
教
現
象
と
の
根
本
的
差
異
で
は
な
い
。
両
類
型

は
、
以
上
の
三
つ
の
次
元
一
あ
る
い
は
三
つ
の
過
程
と
呼
び
か
え
て
も
い
い
一

を
と
も
に
持
つ
。
「
宣
言
し
型
の
宗
教
に
批
判
さ
れ
る
「
顕
現
」
型
の
宗
教
に

す
ら
、
聖
な
る
も
の
の
事
物
や
象
徴
へ
の
顕
れ
の
み
で
な
く
、
聖
な
る
も
の
の

ロ
ゴ
ス
ヘ
の
顕
れ
を
予
示
す
る
契
機
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
リ
ク
i
ル
も
示
し

て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

　
「
顕
現
」
型
の
宗
教
、
「
ヌ
ミ
ノ
ー
ゼ
」
も
し
く
は
「
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
」

に
お
い
て
は
、
聖
な
る
も
の
は
一
そ
れ
が
人
格
的
超
越
神
で
あ
っ
て
も
一
事
物

に
も
言
葉
に
も
両
方
顕
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
リ
ク
ー
ル
の
二
類
型
は
、

異
な
る
タ
イ
プ
の
宗
教
の
二
類
型
と
は
な
ら
ず
、
む
し
ろ
、
宗
教
経
験
の
次
元

の
一
あ
る
い
は
過
程
の
）
異
な
る
状
態
に
あ
る
二
つ
の
宗
教
の
型
と
い
う
方
が

棚
応
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
つ
ま
り
、
宗
教
経
験
の
「
顕
現
」
と
「
宣
言
」
の
違
い
は
、
現
象
学
的
類
型

と
し
て
両
者
が
ま
っ
た
く
異
な
る
型
に
属
す
る
の
で
な
く
、
両
者
の
次
元
の
違

い
に
属
す
る
の
で
あ
る
。
聖
な
る
も
の
は
「
顕
現
」
型
の
宗
教
と
「
宣
言
」
型

の
宗
教
の
い
ず
れ
に
も
顕
れ
る
。
上
田
の
い
う
「
禅
」
に
お
け
る
言
諦
以
前
の

経
験
、
根
本
経
験
（
一
目
他
の
未
分
、
こ
こ
で
は
非
日
常
が
日
常
に
、
日
常
が
非

口
常
に
な
り
う
る
一
、
あ
る
い
は
、
エ
リ
ア
ー
デ
が
い
う
よ
う
に
、
事
物
に
し

ろ
言
葉
に
し
ろ
、
と
も
か
く
「
聖
が
自
ら
を
顕
わ
す
」
こ
と
が
根
本
的
な
宗
教

経
験
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
第
一
次
分
節
は
、
「
聖
な
る
も
の
が
自
ら
を
顕
わ
し

24



た
L
と
い
う
白
覚
、
あ
る
い
は
、
聖
な
る
も
の
の
事
物
（
も
し
く
は
ロ
ゴ
ス
一

へ
の
顕
れ
に
対
す
る
反
響
、
あ
る
い
は
、
超
越
的
人
格
者
（
神
、
汝
一
が
私
に

何
事
か
に
つ
い
て
、
何
事
か
を
宣
べ
る
一
ヒ
ェ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
の
ロ
ゴ
ス
ヘ
の
顕

れ
一
こ
と
へ
の
白
覚
表
現
及
び
解
釈
と
な
ろ
う
。
そ
の
さ
ら
に
次
の
段
階
と
し

て
第
二
次
分
節
が
あ
り
、
自
然
に
繋
が
れ
た
「
顕
現
し
の
象
徴
体
系
の
解
釈

や
、
他
者
に
宣
べ
伝
え
る
「
宣
言
も
し
く
は
宣
教
」
の
次
元
が
あ
る
。

　
「
顕
現
」
が
言
葉
へ
の
分
節
化
以
前
と
い
う
意
味
で
の
事
物
一
あ
る
い
は
象

徴
一
に
顕
れ
る
場
合
、
「
聖
が
自
ら
を
顕
わ
す
」
出
来
事
と
、
「
聖
が
白
ら
を
顕

わ
し
た
」
状
態
の
事
物
一
そ
の
段
階
で
は
す
で
に
俗
が
聖
に
、
日
常
が
非
n
口
常

に
な
っ
て
い
る
一
は
、
分
節
化
し
に
く
く
融
合
さ
れ
や
す
い
。
「
ヒ
エ
ロ
フ
ァ

ニ
ー
」
は
こ
の
二
つ
の
聖
体
示
現
一
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
一
の
状
態
、
す
な
わ

ち
、
聖
な
る
も
の
の
顕
れ
の
「
出
来
事
」
と
顕
れ
た
「
も
の
一
事
物
、
象

徴
一
」
の
両
方
を
包
含
す
る
幅
広
い
概
念
で
あ
る
。
例
え
ば
、
η
聖
な
る
石
L
に

お
い
て
は
、
聖
が
石
に
顕
れ
る
と
い
う
出
来
事
と
顕
れ
た
も
の
と
し
て
の
事
物

一
あ
る
い
は
象
徴
一
の
両
方
が
そ
こ
に
分
か
ち
が
た
く
存
在
し
て
い
る
。
従
っ

て
「
出
来
事
」
と
「
対
象
し
の
両
方
を
示
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
ヒ

エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
し
と
し
か
表
現
で
き
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
顕
れ
た
事
物
な
り
象
徴
な
り
は
す
で
に
何
事
か
を

指
示
す
る
意
味
内
容
を
持
っ
て
お
り
、
言
語
へ
の
分
節
化
の
予
示
を
含
ん
で
い

る
。
聖
が
顕
れ
た
事
物
な
い
し
象
徴
が
何
事
か
を
示
す
そ
の
意
味
内
容
と
、
意

味
内
容
を
白
覚
し
そ
の
解
釈
を
他
者
へ
伝
え
る
過
程
は
、
言
語
へ
の
分
節
化
の

過
程
と
共
通
の
構
造
を
持
つ
は
ず
で
あ
る
。

　
ま
と
め
る
と
、
本
論
の
リ
ク
ー
ル
に
対
す
る
批
判
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

「
宣
言
」
を
ロ
ゴ
ス
ヘ
の
神
の
顕
現
と
捉
え
れ
ぱ
、
神
の
言
も
ま
た
「
顕
現

（
ヨ
竃
豪
㏄
蟹
ぎ
巳
L
で
あ
り
、
㍗
ヌ
ミ
ノ
ー
ゼ
L
で
あ
り
、
「
ヒ
エ
ロ
フ
ァ

ニ
i
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
宣
教
」
一
召
O
巳
§
註
O
巳
は
、
そ
の
語
義
か
ら

し
て
、
よ
り
二
次
的
な
次
元
一
現
象
で
な
く
解
釈
の
次
元
一
へ
と
位
遣
付
け
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
　
　
　
　
一
神
の
肴
の
顕
れ
も
含

む
一
の
学
と
神
の
言
を
他
者
に
伝
え
る
肴
葉
一
宣
教
一
の
学
と
は
宗
教
経
験
の

次
元
が
異
な
る
。
前
者
を
考
察
す
る
の
が
現
象
の
学
で
あ
る
と
す
れ
ぱ
後
者
を

研
究
す
る
の
は
解
釈
の
学
な
の
で
あ
る
。

六
　
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
と
し
て
の
「
偶
像
察
拝
し
－
宗
教
学
者
の
立
場
1

　
こ
れ
ら
の
議
論
を
踏
ま
え
た
上
で
、
最
後
に
、
エ
リ
ア
ー
デ
に
よ
る
「
ヒ
エ

ロ
フ
ァ
ニ
ー
」
と
し
て
の
「
偶
像
崇
拝
し
の
第
二
の
視
点
の
考
察
に
移
ろ
う
。

　
エ
リ
ア
ー
デ
に
よ
れ
ば
、
宗
教
学
者
の
便
宜
上
の
叙
述
の
た
め
に
そ
う
命
名

さ
れ
た
「
偶
像
崇
拝
」
は
、
宗
教
経
験
に
よ
っ
て
も
、
歴
史
に
よ
っ
て
も
、
十

分
に
正
当
化
さ
れ
う
る
と
い
う
。
こ
の
態
度
は
、
古
い
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
を
恒

久
的
に
保
存
し
、
再
評
価
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
㍗
聖
と
俗
の
弁
証
法
」
そ

の
も
の
に
よ
っ
て
有
効
と
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
聖
は
常
に
何
も
の
か
を
通
し

て
顕
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
何
も
の
か
一
「
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
」
一
が
、
物

体
で
あ
る
か
、
神
の
像
で
あ
る
か
、
象
徴
で
あ
る
か
、
言
葉
で
あ
る
か
、
道
徳

律
や
観
念
で
あ
る
か
は
宗
教
学
者
に
と
っ
て
重
要
で
は
な
い
。
聖
が
俗
を
■
通
し

て
顕
れ
る
と
い
う
「
聖
と
俗
の
弁
証
法
」
で
あ
る
こ
と
に
は
違
い
な
い
か
ら
で

あ
る
。
聖
は
、
物
体
、
神
話
、
象
徴
な
ど
に
顕
わ
に
な
る
が
、
決
し
て
全
部
が

直
接
、
全
体
的
に
顕
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
聖
石
、
ヴ
ィ

シ
ュ
ヌ
の
化
身
、
ジ
ュ
ピ
タ
i
の
像
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
顕
現
な
ど
は
い
ず
れ
の
場

合
に
も
、
聖
が
姿
を
顕
わ
す
際
に
自
己
限
定
し
化
身
す
る
と
い
う
単
純
な
事
実

「名」と　「像」の葛藤蝸



に
よ
っ
て
同
じ
よ
う
に
有
効
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
エ
リ
ア
i
デ
に
よ
れ
ば
、

も
っ
と
も
基
本
的
な
ヒ
ェ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
か
ら
ロ
ゴ
ス
の
イ
ェ
ス
・
キ
リ
ス
ト
ヘ

の
受
肉
一
「
至
高
の
化
身
」
一
ま
で
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
を

可
能
に
す
る
逆
説
的
行
為
は
、
宗
教
史
の
至
る
所
に
存
在
す
る
と
い
う
。
し
か

し
な
が
ら
エ
リ
ア
ー
デ
に
よ
れ
ば
、
「
我
々
が
偶
像
崇
拝
と
命
名
し
た
態
度

は
、
全
体
的
に
考
察
さ
れ
た
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
i
に
つ
い
て
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
立

脚
し
て
い
る
。
こ
の
態
度
は
、
古
い
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
を
異
な
っ
た
宗
教
的
次

元
で
価
値
付
け
、
そ
れ
に
異
な
っ
た
機
能
を
付
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
」
約

古
い
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
を
生
き
返
ら
せ
る
L
と
い
う
。

　
こ
の
中
の
ひ
と
つ
の
例
と
し
て
、
エ
リ
ア
ー
デ
は
イ
ン
ド
の
聖
物
崇
拝
ア
ル

カ
ー
と
神
秘
家
ロ
カ
ー
チ
ャ
ル
ヤ
ー
の
解
釈
学
の
一
致
を
あ
げ
て
い
る
。

　
イ
ン
ド
の
神
秘
主
義
的
な
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
派
は
、
人
々
が
何
世
紀
も
前
か
ら
崇

拝
し
て
い
る
物
体
を
す
べ
て
「
ア
ル
カ
ー
一
尊
宗
す
る
も
の
一
」
と
呼
び
、
し

た
が
っ
て
そ
の
物
体
を
偉
大
な
神
の
顕
現
と
み
な
す
。
し
か
し
、
神
秘
家
や
神

学
者
は
こ
の
逆
説
的
な
顕
現
を
、
聖
の
弁
証
法
の
契
機
と
解
釈
し
て
き
た
。
何

世
紀
も
前
か
ら
民
衆
の
間
で
信
仰
さ
れ
て
き
た
こ
の
η
偶
像
崇
拝
L
的
態
度

は
、
宗
教
的
エ
リ
ー
ト
で
あ
る
ロ
カ
ー
チ
ャ
ル
ヤ
ー
の
解
釈
学
に
よ
っ
て
誰
に

で
も
理
解
可
能
な
領
域
へ
と
近
づ
け
ら
れ
た
。
ロ
カ
ー
チ
ャ
ル
ヤ
ー
に
よ
れ
ば

聖
は
永
遠
、
絶
対
、
白
由
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
仮
そ
め
の
有
限
な
物
質

の
断
片
の
巾
に
自
ら
を
顕
わ
す
。
ロ
カ
ー
チ
ャ
ル
ヤ
ー
は
、
「
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
は

全
知
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
ま
る
で
知
恵
を
欠
い
て
い
る
か
の
よ
う
に
ア
ル

カ
ー
の
中
に
姿
を
顕
わ
す
。
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
は
精
霊
で
あ
る
の
に
物
質
で
あ
る
か

の
よ
う
に
顕
れ
る
。
真
の
神
で
あ
る
の
に
人
間
の
意
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
か

の
よ
う
に
振
る
舞
う
。
全
能
で
あ
る
の
に
弱
者
の
よ
う
に
振
る
舞
う
。
何
の
懸

念
や
わ
ず
ら
い
も
な
い
の
に
世
語
を
必
要
と
す
る
か
の
よ
う
に
振
る
舞
う
。
近

づ
き
が
た
い
の
に
触
知
で
き
る
か
の
よ
う
に
姿
を
顕
わ
す
し
と
表
現
し
た
。

　
こ
の
、
ア
ル
カ
ー
に
み
ら
れ
る
偶
像
崇
拝
的
態
度
と
神
秘
家
ロ
カ
ー
チ
ャ
ル

ヤ
ー
の
解
釈
学
と
の
間
の
相
違
は
、
エ
リ
ア
i
デ
に
よ
れ
ば
表
現
の
相
違
に
他

な
ら
な
い
。
「
聖
と
俗
の
一
致
」
と
い
う
逆
説
は
、
「
偶
像
」
の
場
合
は
具
体
的

に
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
の
事
物
や
形
象
に
お
い
て
表
現
さ
れ
、
「
言
葉
し
に
よ
る

解
釈
の
場
合
は
分
析
的
な
記
述
の
方
法
で
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ

る
。
こ
の
聖
H
俗
の
一
致
は
、
存
在
論
的
レ
ベ
ル
の
断
絶
を
示
し
、
そ
れ
は
あ

ら
ゆ
る
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
に
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
、
い
か
な
る

ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
も
、
聖
と
俗
、
精
神
と
物
質
、
永
遠
と
非
永
遠
、
な
ど
の
対

立
す
る
二
つ
の
本
質
の
共
存
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
エ
リ
ア
ー
デ
に
よ
る
ア
ル
カ
ー
と
ロ
カ
ー
チ
ャ
ル
ヤ
ー
の
解
釈
は
以
下
の
三

つ
の
点
で
重
要
で
あ
る
。
第
一
に
聖
が
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
宿
る
可
能
性
を
秘
め

て
い
る
こ
と
、
無
限
の
聖
が
有
限
な
も
の
へ
、
絶
対
的
で
あ
り
な
が
ら
相
対
的

な
も
の
へ
と
白
ら
を
顕
わ
す
「
聖
と
俗
の
弁
証
法
」
の
具
体
例
と
し
て
、
ア
ル

カ
ー
と
ロ
カ
ー
チ
ャ
ル
ヤ
ー
・
に
代
表
さ
れ
る
民
衆
の
資
料
と
エ
リ
i
ト
の
資
料

を
宗
教
学
の
研
究
対
象
と
し
て
等
し
く
伽
値
、
づ
け
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
神
の

「
名
し
も
し
く
は
神
の
「
言
葉
」
の
「
宣
言
し
の
宗
教
の
影
響
下
に
あ
っ
た
宗

教
学
、
宗
教
研
究
に
お
い
て
、
伝
統
・
的
に
軽
蔑
さ
れ
て
き
た
は
ず
の
「
偶
像
崇

拝
」
を
「
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
」
と
し
て
正
当
に
評
個
さ
れ
る
べ
き
宗
教
現
象
と

み
な
し
、
学
と
し
て
の
根
本
的
解
釈
の
枠
組
み
を
提
示
し
た
こ
と
、
第
三
に
リ

ク
ー
ル
の
い
う
よ
う
な
歴
史
的
対
立
と
し
て
の
「
顕
現
」
型
の
宗
教
と
「
宣

言
」
型
の
宗
教
を
同
じ
認
識
論
的
次
元
に
引
き
戻
し
、
両
者
の
価
値
的
差
異
を

解
消
し
た
こ
と
、
つ
ま
り
両
者
の
等
し
い
価
値
と
い
う
だ
け
で
な
く
両
者
に
共

μ



通
の
聖
体
示
現
の
次
元
と
し
て
提
示
し
、
位
置
づ
け
直
し
た
こ
と
で
あ
る
。

、

　
以
上
、
本
節
は
、
狭
義
の
意
味
で
は
η
偶
像
崇
拝
L
と
い
う
特
定
の
宗
教
集

団
に
よ
る
言
述
と
そ
の
言
述
の
適
用
と
い
う
歴
史
的
出
来
事
一
宗
教
接
触
一

を
、
具
体
的
に
ユ
ダ
ヤ
と
カ
ナ
ン
の
宗
教
の
対
立
に
お
い
て
把
握
し
、
こ
の
問

題
を
宗
教
学
の
重
要
な
問
題
と
し
て
真
剣
に
級
う
べ
き
議
論
で
あ
る
こ
と
を
提

示
し
た
。
さ
ら
に
、
広
義
の
意
味
で
は
、
聖
の
顕
れ
と
そ
の
把
握
、
そ
の
表
現

を
明
確
に
理
解
す
る
上
で
、
方
法
論
的
に
考
察
す
べ
き
問
題
で
あ
る
こ
と
を
示

し
た
。
且
一
体
的
に
は
エ
リ
ア
ー
デ
の
概
念
「
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
」
、
リ
ク
ー
ル

の
「
顕
現
」
型
の
宗
教
と
「
宣
言
し
型
の
宗
教
の
類
型
化
を
、
上
田
に
よ
る
宗

教
経
験
と
そ
の
把
握
、
表
現
の
三
つ
の
理
論
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
解
釈
し
、
理
解

す
る
こ
と
に
努
め
た
。

　
結
局
の
と
こ
ろ
、
リ
ク
ー
ル
の
類
型
に
お
け
る
「
宣
言
」
も
し
く
は
「
宣

教
」
の
宗
教
一
ユ
ダ
ヤ
教
一
の
「
顕
現
」
型
の
宗
教
一
カ
ナ
ン
宗
教
一
に
対
す

る
歴
史
的
優
位
の
主
張
は
、
上
田
の
理
論
の
適
用
、
も
し
く
は
、
宗
教
経
験
の

自
覚
と
表
現
と
い
う
方
法
論
的
過
程
に
よ
っ
て
覆
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
顕
現
の

宗
教
は
、
宣
言
も
し
く
は
宣
教
の
宗
教
に
比
べ
、
よ
り
根
源
的
な
の
で
あ
り
、

後
者
は
前
者
よ
り
も
よ
り
二
次
的
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
聖
な
る
も
の
の

現
象
の
学
で
は
な
く
て
、
人
間
の
聖
な
る
も
の
に
対
す
る
解
釈
の
学
が
中
心
と

な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
実
際
の
研
究
に
お
い
て
は
両
方
の
方
向
性
が
等
し
く
重
要

な
価
値
を
持
つ
の
で
あ
る
が
、
宗
教
現
象
と
し
て
み
た
場
合
、
「
宣
言
し
は

「
顕
現
し
の
派
生
物
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
一
し
か
も
、
「
宣
言
」
は
ユ
ダ

ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
に
限
ら
ず
、
「
顕
現
」
の
宗
教
に
も
存
在
す
る
過
程
で
あ

る
）
。

　
し
か
し
、
「
神
の
言
」
も
「
顕
現
」
の
一
形
態
で
あ
る
と
理
一
解
す
れ
ば
、
エ

リ
ア
ー
デ
の
い
う
ア
ル
カ
ー
と
ロ
カ
ー
チ
ャ
ル
ヤ
ー
の
よ
う
に
、
胴
者
は
「
ヒ

エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
」
の
異
な
る
表
現
と
し
て
等
し
く
重
要
性
を
持
つ
も
の
な
の
で

あ
る
。
両
者
が
同
等
に
重
要
な
も
の
と
し
て
、
「
顕
現
」
と
「
宣
言
」
の
二
類

型
の
歴
史
的
対
立
一
宗
教
接
触
一
が
宗
教
学
の
問
題
と
し
て
方
法
論
的
に
解
消

さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
エ
リ
ア
ー
デ
の
提
示
し
た
事
例
の
よ
う
に
、
顕

現
の
異
な
る
表
現
形
態
と
し
て
両
者
を
捉
え
、
同
等
の
一
資
料
的
一
伽
値
を
持

つ
も
の
と
し
て
位
置
．
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
「
レ
」
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
L
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
仁
捉
え
ら
れ
る
意
味
に
お
い

て
、
宗
教
現
象
を
理
解
す
る
上
で
正
当
か
つ
説
得
力
を
持
つ
概
念
と
考
え
ら
れ

る
。
さ
ら
に
、
リ
ク
ー
ル
の
「
顕
現
」
と
「
宣
言
」
の
二
類
型
も
ヒ
エ
ロ
フ
ァ

ニ
ー
の
異
な
る
表
現
形
態
と
し
て
、
さ
ら
に
理
解
可
能
な
も
の
、
有
益
な
議
論

に
な
る
。
そ
し
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。
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