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本
書
の
課
題
は
副
題
に
明
示
し
た
通
り
「
西
ア
ジ
ア
の
宗
教
と
政
治
の
系
譜
」
で
あ
る
。
よ
り
正
確
に
は
、
西
ア
ジ
ア
と
そ
の
周

辺
地
域
の
歴
史
に
お
け
る
「
宗
教
的
な
も
の
」
と
「
政
治
的
な
も
の
」
の
関
わ
り
方
の
系
譜
を
明
確
に
す
る
こ
と
と
表
現
で
き
る
。

そ
し
て
、
こ
の
課
題
に
取
り
組
む
背
景
と
な
る
問
題
意
識
の
一
端
と
し
て
、「
イ
ス
ラ
ー
ム
は
特
殊
か
」
と
い
う
問
い
が
あ
る
。
こ

の
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
主
題
は
何
も
、
単
に
耳
目
を
引
く
た
め
だ
け
に
付
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

　

本
書
が
取
り
組
む
地
域
は
、
現
在
の
国
名
で
言
え
ば
、
イ
ラ
ク
、
シ
リ
ア
、
ト
ル
コ
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
、
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
、
イ

ス
ラ
エ
ル
、
ヨ
ル
ダ
ン
、
レ
バ
ノ
ン
、
イ
エ
メ
ン
、
イ
ラ
ン
、
そ
し
て
エ
ジ
プ
ト
な
ど
で
あ
る
。
よ
り
耳
慣
れ
た
呼
称
で
言
え
ば
、

近
東
、
中
東
、
そ
し
て
高
校
の
世
界
史
で
習
っ
た
「
オ
リ
エ
ン
ト
」
に
相
当
す
る
地
域
で
あ
る
。
あ
え
て
こ
れ
ら
の
地
域
名
を
避
け

た
の
は
、「
い
か
に
も
西
欧
中
心
主
義
の
匂
い
が
プ
ン
プ
ン
す
る
」（
常
木　

二
〇
一
四
、
二
）
か
ら
だ
。
近
東
と
中
東
は
そ
れ
ぞ
れ

英
語
のN

ear East

とM
iddle East

の
訳
語
で
あ
る
が
、「
東
」
と
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
見
た
方
角
で
あ
り
、「
近
」・「
中
」
は
つ

ま
る
と
こ
ろ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
距
離
を
意
味
す
る
。
東
ア
ジ
ア
を
指
す
極
東
と
同
様
で
あ
る
。「
オ
リ
エ
ン
ト
」
は
、「
東
方
」
を

意
味
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
語
のO

rient

（
英
独
仏
）
を
カ
タ
カ
ナ
で
表
記
し
た
語
で
は
あ
る
が
、
後
述
す
る
こ
の
概
念
自
体
の
政
治

性
に
加
え
て
、
日
本
独
自
の
誤
用
が
蔓
延
っ
て
い
る
。
現
在
の
日
本
で
人
口
に
膾
炙
し
て
い
る
カ
タ
カ
ナ
の
「
オ
リ
エ
ン
ト
」
は
前

記
の
国
々
、
特
に
古
代
に
お
け
る
当
該
地
域
を
指
し
て
い
る
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
語
のO

rient

は
こ
の
カ
タ
カ
ナ
の
「
オ
リ
エ
ン

ト
」
と
は
意
味
が
異
な
る
。
例
え
ば
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
語
のO

rient

に
は
、
現
在
の
国
で
言
え
ば
イ
ン
ド
、
中
国
、
そ
し
て
日
本
も

i
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含
ま
れ
る
（
た
だ
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
語
のO

rient

が
東
洋
や
ア
ジ
ア
の
同
義
語
と
も
言
え
な
い
こ
と
に
も
注
意）

（
（

）。
日
本
語
カ
タ
カ
ナ
の

「
オ
リ
エ
ン
ト
」
の
用
法
は
日
本
に
お
け
る
当
該
地
域
の
研
究
の
途
上
で
生
じ
て
し
ま
っ
た
誤
解
に
由
来
し
、
こ
れ
以
上
の
誤
解
を

広
め
な
い
た
め
に
も
本
書
で
は
原
則
と
し
て
こ
の
用
法
を
使
わ
な
い
。
本
書
に
お
い
て
オ
リ
エ
ン
ト
と
は
あ
く
ま
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸

語
のO

rient
を
カ
タ
カ
ナ
に
置
き
換
え
た
だ
け
の
用
語
で
あ
り
、
従
来
の
日
本
語
カ
タ
カ
ナ
の
用
法
で
使
う
場
合
に
は
カ
ッ
コ
付

け
に
し
て
明
示
す
る
。
本
書
は
こ
れ
ら
の
地
域
名
称
を
避
け
、
現
在
、
こ
の
地
域
の
歴
史
研
究
に
取
り
組
む
専
門
家
が
好
ん
で
用
い

る
西
ア
ジ
ア
を
採
用
し
た
。
た
だ
し
、
エ
ジ
プ
ト
の
大
半
は
ア
フ
リ
カ
大
陸
北
東
部
に
あ
り
、
ま
た
イ
ラ
ン
も
国
連
に
よ
る
地
理
区

分
で
は
南
ア
ジ
ア
に
入
る
。
こ
の
た
め
正
確
に
言
え
ば
、「
西
ア
ジ
ア
と
そ
の
周
辺
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

さ
て
、
こ
の
地
域
の
国
々
が
メ
デ
ィ
ア
に
登
場
し
な
い
日
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
た
だ
し
周
知
の
通
り
、
そ
れ
は
得
て
し
て
好
意
的

な
理
由
か
ら
で
は
な
い
。
戦
争
や
内
戦
な
ど
、
こ
の
地
域
で
日
々
起
こ
っ
て
い
る
様
々
な
紛
争
に
関
す
る
悲
惨
な
報
道
に
よ
り
、
こ

の
地
域
は
多
く
の
人
々
の
関
心
を
集
め
て
い
る
。
そ
れ
は
不
安
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
地
域
の
紛
争
に
端
を
発
し
た

諸
問
題
、
す
な
わ
ち
難
民
や
テ
ロ
リ
ズ
ム
が
世
界
に
広
が
り
、
そ
れ
が
と
き
に
一
方
的
な
偏
見
に
満
ち
た
表
現
と
と
も
に
報
じ
ら
れ

て
い
る
か
ら
だ
。

　

当
然
人
々
は
、
な
ぜ
よ
り
に
も
よ
っ
て
こ
の
地
域
に
こ
う
も
問
題
が
多
く
発
生
す
る
の
か
と
疑
問
を
持
つ
こ
と
だ
ろ
う
。
今
で
は

日
本
で
も
、
こ
の
よ
う
な
疑
問
に
答
え
る
書
籍
や
記
事
が
数
多
く
著
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
巨
万
の
富
を
生
む
石
油
や
天
然
ガ

ス
の
利
権
を
め
ぐ
る
覇
権
争
い
、
様
々
な
民
族
（
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
グ
ル
ー
プ
）
の
抗
争
、
そ
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
よ
る
か
つ
て

の
植
民
地
政
策
な
ど
が
紛
争
の
要
因
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
問
題
と
並
び
、
頻
繁
に
指
摘
さ
れ
る
要
因
が
宗

教
問
題
で
あ
る
。
よ
り
踏
み
込
ん
で
言
え
ば
、
政
治
と
宗
教
の
関
係
を
め
ぐ
る
問
題
、
政
教
関
係
、
政
教
問
題
で
あ
る
。

　

紛
争
の
フ
ァ
ク
タ
ー
と
し
て
の
現
代
西
ア
ジ
ア
の
政
教
関
係
に
つ
い
て
も
、
一
般
向
け
の
解
説
か
ら
専
門
的
な
論
考
に
至
る
ま
で

多
く
の
著
作
が
数
多
く
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
出
版
物
は
往
往
に
し
て
こ
れ
を
イ
ス
ラ
ー
ム
（
教
）
の
問
題
と
し
て
論
じ
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はじめに



て
い
る
（
以
下
、
イ
ス
ラ
ー
ム
と
呼
ぶ
が
、
初
出
で
「
教
」
を
丸
括
弧
に
入
れ
た
点
に
注
意
し
て
ほ
し
い
）。
ま
た
多
く
の
場
合
、
問
題
の

鍵
は
イ
ス
ラ
ー
ム
の
「
特
殊
性
」（
あ
る
い
は
「
独
自
性
」「
性
質
」「
特
質
」「
特
徴
」
な
ど
）
に
あ
る
と
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
「
特
殊

性
」
が
や
や
紋
切
り
型
に
語
ら
れ
る
。
曰
く
、
本
来
は

0

0

0

個
人
の
信
仰
の
問
題
で
あ
り
、
特
に
生
臭
い
政
治
の
世
界
か
ら
は
切
り
離
さ

れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
は
ず

0

0

0

0

0

0

の
宗
教
が
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
場
合
は
事
情
が
異
な
る
の
だ
。
イ
ス
ラ
ー
ム
に
政
教
分
離
の
思
想
や
制
度

は
な
い
。
イ
ス
ラ
ー
ム
は
政
治
と
宗
教
が
一
体
化
し
た
政
教
一
致
な
の
だ
。
そ
も
そ
も
イ
ス
ラ
ー
ム
は
政
治
だ
け
で
は
な
く
、
司
法

や
経
済
な
ど
の
す
べ
て
の
社
会
・
生
活
領
域
を
包
括
し
て
い
る
の
だ
。
イ
ス
ラ
ー
ム
は
単
な
る
イ
ス
ラ
ー
ム
「
教
」
で
は
な
い
の
だ
。

そ
れ
こ
そ
が
イ
ス
ラ
ー
ム
に
独
自
の
特
殊
性
で
あ
り
、
現
在
巻
き
起
こ
っ
て
い
る
紛
争
の
一
要
因
が
こ
の
よ
う
に
特
殊
な
イ
ス
ラ
ー

ム
の
問
題
に
あ
る
の
だ
。
西
ア
ジ
ア
の
紛
争
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
石
油
利
権
や
民
族
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
問

題
、
そ
の
歴
史
を
理
解
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
。
否
、
石
油
利
権
や
民
族
問
題
す
ら
も
イ
ス
ラ
ー
ム
の
歴
史
と
は
切
り
離
せ
な

い
の
だ
。
表
現
の
使
い
方
は
様
々
だ
が
、
大
凡
こ
の
よ
う
な
紋
切
り
型
の
指
摘
は
本
書
に
関
心
を
持
つ
読
者
で
あ
れ
ば
、
誰
し
も
が

耳
に
し
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
紋
切
り
型
の
言
辞
は
、
周
知
の
通
り
、「
イ
ス
ラ
ー
ム
恐
怖
症
」
を
扇
動
す
る
一
部
の
欧
米
メ
デ
ィ
ア
と
そ
れ
に
追

随
す
る
日
本
の
メ
デ
ィ
ア
に
よ
り
往
々
に
し
て
「
暴
力
」
や
「
狭
量
」
な
ど
の
よ
う
な
負
の
価
値
づ
け
と
と
も
に
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
に

繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
か
つ
て
エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
ー
ド
が
『
イ
ス
ラ
ム
報
道
』（
一
九
八
六
［
原
著
一
九
八
一
］）
に
お
い
て
批
判
的

に
分
析
し
た
メ
デ
ィ
ア
の
言
説
は
、
今
世
紀
に
入
り
よ
り
硬
直
化
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
他
方
で
実
は
イ
ス
ラ
ー
ム
に
好
意
的
な

知
識
人
・
研
究
者
も
ま
た
、
と
き
に
正
の
価
値
（
例
え
ば
「
平
和
」
や
「
寛
容
」）
を
強
調
し
な
が
ら
も
同
様
の
紋
切
り
型
の
言
辞
を

放
っ
て
い
る
。
前
者
と
後
者
の
論
述
の
内
容
は
全
く
異
な
る
も
の
の
、
政
治
と
宗
教
を
め
ぐ
る
イ
ス
ラ
ー
ム
の
問
題
を
安
易
に
「
イ

ス
ラ
ー
ム
の
特
殊
性
」
な
ど
と
片
付
け
る
そ
の
語
り
口
は
表
裏
一
体
と
言
え
る
ほ
ど
に
共
通
し
て
い
る
。

　

現
代
西
ア
ジ
ア
の
諸
問
題
に
お
け
る
政
教
関
係
の
重
要
性
は
確
か
に
疑
い
得
な
い
が
、
そ
れ
は
本
当
に
「
イ
ス
ラ
ー
ム
の
特
殊
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性
」
な
ど
の
紋
切
り
型
の
説
明
を
も
っ
て
片
付
け
ら
れ
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
説
明
を
す
る
我
々
に
バ
イ
ア
ス
は
か

か
っ
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
イ
ス
ラ
ー
ム
だ
け
を
考
察
す
れ
ば
そ
れ
で
十
分
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
「
イ
ス
ラ
ー
ム
の
特
殊

性
」
は
本
当
に
イ
ス
ラ
ー
ム
に
「
特
殊
」
な
の
だ
ろ
う
か
。
本
書
の
課
題
は
、
こ
の
よ
う
な
疑
問
を
持
ち
な
が
ら
、
西
ア
ジ
ア
の
政

教
関
係
に
つ
い
て
歴
史
を
遡
っ
て
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
題
の
歴
史
的
系
譜
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
我
々
は
、
と

も
す
れ
ば
看
過
さ
れ
が
ち
な
次
の
三
つ
の
点
に
着
目
し
て
、
こ
の
課
題
に
取
り
組
む
。

　

第
一
点
は
、
西
ア
ジ
ア
史
の
問
題
に
向
け
ら
れ
た
現
在
の
「
我
々
」
の
眼
差
し
自
体
を
批
判
的
に
検
討
し
直
す
こ
と
で
あ
る
。

「
我
々
」
と
言
っ
て
も
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
現
代
の
日
本
で
は
な
い
。
現
代
の
日
本
を
含
む
「
西
側
」
世
界
に
お
け
る
思
想

と
制
度
の
「
源
泉
」
に
も
な
っ
て
い
る
近
現
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
西
ア
ジ
ア
に
向
け
て
き
た
眼
差
し
で
あ
る
。
現
在
の
日
本
の
人
々
に

よ
る
西
ア
ジ
ア
や
イ
ス
ラ
ー
ム
の
見
方
も
ま
た
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
近
現
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
制
度
と
言
説
に
よ
っ
て
深
く
鋳
造
さ
れ
て

い
る
か
ら
だ
。

　

第
二
点
は
イ
ス
ラ
ー
ム
に
着
目
し
つ
つ
も
、
イ
ス
ラ
ー
ム
以
前
の
宗
教
伝
統
に
遡
り
政
教
関
係
の
歴
史
的
系
譜
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
で
あ
る
。
西
ア
ジ
ア
の
宗
教
史
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
の
伝
統
の
重
要
性
は
明
白
で
あ
る
が
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
伝
統
は
突
然

「
無
」
か
ら
生
じ
た
わ
け
で
は
な
い
。
イ
ス
ラ
ー
ム
も
ま
た
数
千
年
を
超
え
る
西
ア
ジ
ア
の
歴
史
を
「
背
景
」
に
し
て
成
立
し
た
。

よ
っ
て
本
書
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
に
一
定
の
重
点
を
置
き
つ
つ
も
、
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
や
エ
ジ
プ
ト
に
最
古
の
国
家
が
誕
生
し
た
古
代
か

ら
西
ア
ジ
ア
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
と
対
峙
し
た
近
現
代
ま
で
の
長
い
タ
イ
ム
ス
パ
ン
を
射
程
に
入
れ
て
こ
の
地
域
の
政
教
関
係
に
つ

い
て
考
察
す
る
。

　

第
三
点
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
誕
生
後
も
現
在
に
至
る
ま
で
西
ア
ジ
ア
に
お
い
て
ム
ス
リ
ム
と
共
存
し
て
き
た
ユ
ダ
ヤ
教
・
キ
リ
ス
ト

教
の
多
様
な
宗
教
伝
統
も
視
野
に
入
れ
て
論
じ
る
こ
と
で
あ
る
。
西
ア
ジ
ア
で
は
イ
ス
ラ
ー
ム
だ
け
で
は
な
く
、
ユ
ダ
ヤ
教
や
キ
リ

ス
ト
教
の
伝
統
も
誕
生
し
、
こ
れ
ら
の
諸
宗
教
の
伝
統
は
西
ア
ジ
ア
に
お
い
て
受
け
継
が
れ
現
在
に
到
っ
て
い
る
。
こ
の
地
域
の
多
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様
な
宗
教
伝
統
を
課
題
の
範
疇
に
含
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
問
題
の
包
括
的
な
理
解
を
目
指
す
。
イ
ス
ラ
ー
ム
の
政
教
関
係
に
関
し

て
も
、
こ
の
よ
う
な
マ
ク
ロ
な
広
が
り
の
中
に
位
置
づ
け
直
す
こ
と
に
よ
り
、「
イ
ス
ラ
ー
ム
の
特
殊
性
」
な
ど
と
安
易
に
片
付
け

ら
れ
て
き
た
そ
の
政
教
関
係
の
様
相
を
再
考
す
る
。

＊　

＊　

＊

　

さ
て
、
以
上
が
本
書
の
課
題
で
あ
り
、
あ
と
は
こ
の
課
題
に
取
り
組
む
本
書
の
構
成
を
ま
と
め
れ
ば
「
は
じ
め
に
」
の
役
目
は
果

た
せ
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
実
は
こ
の
よ
う
な
「
表
の
」
課
題
の
ほ
か
に
、
右
に
掲
げ
た
三
点
に
着
目
し
な
が
ら
こ
の
研
究
に

取
り
組
む
こ
と
を
我
々
が
決
断
し
た
理
由
が
二
つ
あ
る
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
学
問
分
野
の
状
況
に
関
わ
る
「
裏
の
」
課
題
で
あ
る
。

少
し
長
く
な
っ
て
し
ま
う
が
、
こ
の
二
つ
の
「
裏
の
」
課
題
に
つ
い
て
述
べ
さ
せ
て
も
ら
い
た
い
。

　

ひ
と
つ
め
は
「
宗
教
」（religion
）
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
先
述
の
通
り
、
本
書
は
西
ア
ジ
ア
の
政
教
関
係
を
考
察
す
る
「
我
々
」

の
視
点
自
体
を
ま
ず
検
討
し
直
す
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
最
も
重
要
な
問
題
に
な
る
も
の
が
こ
れ
で
あ
る
。
現
代
の
日
本
に
お
い
て
も

「
宗
教
」
は
キ
リ
ス
ト
教
、
仏
教
、
神
道
、
そ
し
て
イ
ス
ラ
ー
ム
な
ど
を
包
括
す
る
類
概
念
と
み
な
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
人
類
に
普

遍
的
な
固
有
の
領
域
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
は
単
な
る
宗
教
で
は
な
い
、
な
ど
と
論
じ
ら
れ
る
際
に
も
現
在
一
般

的
に
通
用
し
て
い
る
こ
の
よ
う
な
「
宗
教
」
概
念
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
。
実
は
宗
教
学
で
は
類
概
念
と
し
て
の
「
宗
教
」
／
レ
リ

ジ
ョ
ン
の
普
遍
性
に
疑
問
が
呈
さ
れ
、
特
に
一
九
九
〇
年
代
ご
ろ
か
ら
は
こ
の
概
念
に
関
す
る
批
判
的
な
検
討
が
重
点
的
に
実
施
さ

れ
た
。
宗
教
概
念
論
あ
る
い
は
宗
教
概
念
批
判
と
呼
ば
れ
る
議
論
で
あ
る
。
こ
の
議
論
の
中
で
現
在
の
「
宗
教
」
概
念
が
成
立
し
た

歴
史
的
プ
ロ
セ
ス
も
解
明
さ
れ
た
。
こ
の
概
念
が
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
徐
々
に
形
成
さ
れ
た
後
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
植
民
地
政

策
の
展
開
に
よ
っ
て
普
遍
化
す
る
と
と
も
に
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
、
ま
た
「
宗
教
」
の
「
本
質
」
の
「
解
明
」
に
取
り
組
む
近
代
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
学
者
の
言
説
を
通
じ
て
さ
ら
な
る
意
味
づ
け
を
な
さ
れ
た
様
相
が
詳
ら
か
に
さ
れ
た
。
現
在
用
い
ら
れ
て
い
る
日
本
語
の
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「
宗
教
」
も
、
端
的
に
言
え
ば
英
語
のreligion

な
ど
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
語
の
翻
訳
語
で
あ
り
、
明
治
時
代
に
定
着
し
た
。
イ
ス
ラ

ー
ム
の
政
教
関
係
を
め
ぐ
る
語
り
の
中
で
も
し
ば
し
ば
口
に
さ
れ
る
、
宗
教
と
は
本
来
個
人
の
信
仰
の
問
題
で
あ
る
、
あ
る
い
は
、

政
治
分
野
と
は
切
り
離
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
、
な
ど
と
い
う
現
在
の
「
常
識
」
的
な
理
解
も
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る

「
宗
教
」
を
め
ぐ
る
議
論
に
由
来
す
る
。「
宗
教
」
概
念
を
め
ぐ
る
問
題
は
実
際
に
は
こ
の
よ
う
に
単
純
な
事
柄
で
は
な
く
、
ま
た
こ

の
議
論
を
め
ぐ
る
立
場
も
一
様
で
は
な
い
。
今
も
議
論
は
絶
え
な
い
（
詳
し
く
は
本
書
序
章
第
一
節
を
参
照）

（
（

）。
し
か
し
、
宗
教
学
に

転
回
を
も
た
ら
し
た
こ
の
議
論
の
大
ま
か
な
内
容
は
現
在
の
宗
教
学
で
は
共
通
の
理
解
と
な
っ
て
お
り
、
例
え
ば
宗
教
学
の
概
説
の

授
業
に
お
い
て
も
必
ず
教
示
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
知
見
は
宗
教
学
の
外
部
に
は
必
ず
し
も
周
知
さ
れ
て

い
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
特
に
、
前
近
代
の
事
象
に
取
り
組
む
研
究
分
野
に
は
ほ
と
ん
ど
受
容
さ
れ
て
い
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
。
こ
の
議
論
を
踏
ま
え
た
う
え
で

─
せ
め
て
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
「
宗
教
」
概
念
の
脱
自
明
化
だ
け
で
も
し
た
う
え
で

─

各
時
代
・
地
域
の
専
門
家
が
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
分
野
に
立
脚
し
な
が
ら
関
連
す
る
諸
課
題
に
取
り
組
む
こ
と
は
、
新
た
な
る
論
の
可

能
性
を
も
た
ら
し
得
る
。
本
書
は
そ
の
実
験
的
な
試
み
で
も
あ
る
。

　

ふ
た
つ
め
は
、
近
現
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
近
現
代
日
本
に
お
い
て
西
ア
ジ
ア
史
研
究
に
取
り
組
ん
で
き
た
学
問
分
野
に
関
す
る
問
題

で
あ
る
。
先
述
の
通
り
、
本
書
は
古
代
か
ら
現
代
に
至
る
長
い
タ
イ
ム
ス
パ
ン
を
射
程
に
入
れ
た
マ
ク
ロ
な
研
究
に
取
り
組
む
わ
け

だ
が
、
こ
の
よ
う
な
研
究
の
意
義
は
お
そ
ら
く
自
明
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
多
く
の
読
者
は
、
こ
う
し
た
通
時
的
研
究
の
取
り
組
み
を

わ
ざ
わ
ざ
セ
ー
ル
ス
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
大
げ
さ
に
強
調
す
る
必
要
性
に
疑
問
を
持
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
は
理
由
が
あ
る
。

古
代
西
ア
ジ
ア
の
歴
史
研
究
と
中
世
以
降
の
西
ア
ジ
ア
の
歴
史
研
究
の
間
に
は
大
き
な
亀
裂
が
広
が
っ
て
い
る
の
だ
。
西
ア
ジ
ア
地

域
の
歴
史
の
研
究
・
教
育
を
包
括
的
に
扱
う
「
西
ア
ジ
ア
史
」（
あ
る
い
は
「
中
東
史
」）
な
ど
と
い
う
学
問
分
野
は
後
述
す
る
京
都

大
学
の
西
南
ア
ジ
ア
史
学
研
究
室
の
よ
う
な
例
外
を
除
く
と
日
本
に
は
存
在
し
な
い
。
確
か
に
日
本
で
も
現
在
で
は
古
代
や
中
世
、

近
現
代
の
西
ア
ジ
ア
の
歴
史
を
研
究
・
教
育
す
る
環
境
が
あ
る
程
度
整
い
つ
つ
あ
る
が
、
そ
れ
は
時
代
に
よ
っ
て
異
な
る
学
問
分
野
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に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
日
本
の
学
界
に
お
い
て
西
ア
ジ
ア
の
古
代
史
研
究
は
「
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
史
」
と
呼
ば
れ
る
学

問
分
野
を
形
成
し
、
中
世
以
降
の
方
は
と
言
う
と
、
主
と
し
て
「
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
」
の
歴
史
を
あ
つ
か
う
「
イ
ス
ラ
ー
ム
（
世

界
）
史
」
の
範
疇
と
さ
れ
、
そ
れ
を
「
ユ
ダ
ヤ
史
」
や
「
キ
リ
ス
ト
教
史
」
な
ど
が
補
う
体
制
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
日
本
の

大
学
で
は
こ
れ
ら
の
「
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
史
」
と
「
イ
ス
ラ
ー
ム
（
世
界
）
史
」
が
異
な
る
学
科
に
お
い
て
研
究
・
教
育
さ
れ
て
い

る
。
史
学
科
の
細
か
い
区
分
が
あ
る
大
学
で
は
、「
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
史
」
の
研
究
・
教
育
が
「
西
洋
史
」
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る

一
方
、「
イ
ス
ラ
ー
ム
（
世
界
）
史
」
の
方
は
「
イ
ス
ラ
ー
ム
（
世
界
／
文
明
）
史
」
な
ど
の
独
自
の
学
科
が
な
け
れ
ば
「
東
洋
史
」

に
入
る
。
同
じ
西
ア
ジ
ア
地
域
の
歴
史
を
扱
う
研
究
分
野
で
あ
り
な
が
ら
、「
西
洋
史
」
と
「
東
洋
史
」
に
分
断
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

　

す
で
に
杉
田
英
明
（
一
九
九
五
）
や
羽
田
正
（
二
〇
〇
五
）
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
「
東
西
分
裂
」
は
、
西

ア
ジ
ア
地
域
の
歴
史
研
究
が
日
本
に
お
い
て
展
開
す
る
過
程
で
生
じ
た
。
ま
と
め
て
言
え
ば
、
一
八
九
四
年
に
歴
史
学
者
那
珂
通
世

が
外
国
史
を
西
洋
歴
史
と
東
洋
歴
史
に
二
分
す
る
よ
う
提
案
し
た
際
、
西
ア
ジ
ア
は
「
西
方
ア
ジ
ア
」
と
し
て
「
ア
ジ
ア
」
の
中
に

含
め
ら
れ
て
は
い
た
も
の
の
、
東
洋
史
の
研
究
対
象
は
実
質
的
に
中
国
を
中
心
と
す
る
東
ア
ジ
ア
の
歴
史
で
あ
り
、
ま
た
「
西
方
ア

ジ
ア
」
の
歴
史
は
む
し
ろ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
の
歴
史
の
理
解
に
資
す
る
と
さ
れ
、「
上
古
東
方
」
と
呼
ば
れ
た
古
代
も
「
サ
ラ
セ
ン
」

の
中
世
以
降
も
西
洋
史
の
片
隅
に
位
置
付
け
ら
れ
た
（
羽
田　

二
〇
〇
五
、
二
二
三
～
二
二
七
）。
こ
の
状
況
は
第
二
次
世
界
大
戦
前

夜
の
時
代
に
一
転
し
た
。
日
本
に
よ
る
大
陸
進
出
の
過
程
で
、
タ
タ
ー
ル
系
の
「
回
教
徒
」
す
な
わ
ち
ム
ス
リ
ム
と
の
接
触
が
は
じ

ま
り
、
一
九
三
〇
年
代
に
は
大
川
周
明
ら
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
ア
ジ
ア
主
義
の
思
想
と
政
策
を
背
景
に
、「
回
教
徒
」
の
世
界

「
回
教
圏
」
を
研
究
す
る
機
運
が
急
激
に
高
ま
っ
た
。
そ
し
て
、「
回
教
圏
」
は
ア
ジ
ア
の
一
部
、
ア
ジ
ア
は
一
つ
、
日
本
は
そ
の
ア

ジ
ア
の
盟
主
た
ら
ん
と
す
る
野
望
の
後
押
し
に
よ
っ
て
、
イ
ス
ラ
ー
ム
勃
興
以
後
の
西
ア
ジ
ア
史
は
西
洋
史
か
ら
東
洋
史
に
移
籍
さ

せ
ら
れ
た
（
羽
田　

二
〇
〇
五
、
二
二
九
～
二
六
六）

（
（

）。
さ
ら
に
、
こ
の
政
治
動
向
と
も
連
動
す
る
よ
う
に
、
東
ア
ジ
ア
史
研
究
者

（
あ
る
い
は
そ
の
学
統
）
は
「
西
方
」
へ
と
研
究
対
象
を
拡
大
し
、
西
ア
ジ
ア
に
「
た
ど
り
着
い
た
」。
戦
中
・
戦
後
直
後
に
お
け
る
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中
世
以
後
の
西
ア
ジ
ア
史
研
究
第
一
世
代
は
、
東
ア
ジ
ア
に
取
り
組
む
東
洋
史
学
科
に
お
い
て
教
育
を
受
け
た
の
ち
、
東
西
交
渉
な

ど
に
関
す
る
問
題
意
識
か
ら
中
央
ア
ジ
ア
、
そ
し
て
西
ア
ジ
ア
へ
と
関
心
の
幅
を
広
げ
た
の
だ
。
一
方
、
イ
ス
ラ
ー
ム
以
前
の
古
代

西
ア
ジ
ア
史
は
こ
の
よ
う
な
新
た
な
潮
流
か
ら
取
り
残
さ
れ
、
相
変
わ
ら
ず
西
洋
史
の
片
隅
に
据
え
置
か
れ
た
。
こ
れ
ら
の
要
因
に

よ
り
、
第
二
次
世
界
大
戦
前
後
に
日
本
に
お
け
る
西
ア
ジ
ア
史
研
究
の
「
東
西
分
裂
」
が
生
じ
た
。
そ
の
後
、
京
都
大
学
に
お
け
る

西
南
ア
ジ
ア
史
学
研
究
室
の
開
設
（
一
九
六
九
年
）
な
ど
、「
東
西
分
裂
」
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
試
み
も
な
さ
れ
た
が
、
戦
後
も
現

在
に
至
る
ま
で
「
東
西
分
裂
」
は
続
い
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
「
東
西
分
裂
」
は
日
本
独
自
の
現
象
だ
が

─
そ
も
そ
も
「
西
洋
史
」
対
「
東
洋
史
」
と
い
う
二
分
法
自
体
が
日
本

の
歴
史
学
に
特
異
な
制
度
で
あ
る

─
古
代
西
ア
ジ
ア
の
歴
史
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
の
一
部
と
み
な
さ
れ
る
一
方
で
、
中
世
以
降

の
西
ア
ジ
ア
の
歴
史
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
か
ら
は
分
離
さ
れ
た
要
因
の
大
元
は
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
求
め
ら
れ
る
。
近
代
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
大
学
制
度
に
お
い
て
西
ア
ジ
ア
の
歴
史
や
文
化
、
社
会
の
研
究
が
行
わ
れ
た
学
問
分
野
は
、
歴
史
学
、
言
語
学
、
法
学
、
政

治
学
、
経
済
学
、
社
会
学
な
ど
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
学
問
分
野
の
研
究
対
象
は
お
お
む
ね
古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
か
ら
近

現
代
欧
米
に
至
る
「
西
洋
世
界
」
の
事
象
に
限
定
さ
れ
た
。
西
ア
ジ
ア
の
諸
課
題
は
、
オ
リ
エ
ン
ト
学
（
英
語
はO

riental studies

、

独
語
はO

rientalistik

、
仏
語
はO

rientalism
e

）
と
い
う
名
前
の
分
野
に
お
い
て
行
わ
れ
た
。
日
本
語
で
は
「
東
方
学
」、「
東
洋
学
」

と
も
訳
さ
れ
る
が
、
本
書
で
は
原
語
を
単
に
カ
タ
カ
ナ
に
置
き
換
え
た
だ
け
の
オ
リ
エ
ン
ト
学
を
採
用
す
る
（
前
述
の
通
り
、
日
本

語
カ
タ
カ
ナ
の
「
オ
リ
エ
ン
ト
」
と
は
意
味
が
異
な
る
こ
と
に
注
意
）。
オ
リ
エ
ン
ト
学
と
は
、
要
す
る
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
の
「
文
明

世
界
」
を
研
究
す
る
学
問
で
あ
り
、
東
ア
ジ
ア
や
南
ア
ジ
ア
の
研
究
も
オ
リ
エ
ン
ト
学
に
含
ま
れ
た
。
文
献
学
を
方
法
論
的
基
礎
と

し
な
が
ら
各
「
文
明
」
の
言
語
や
歴
史
な
ど
が
研
究
さ
れ
た
。
ま
た
、
研
究
対
象
ご
と
に
セ
ム
（
語
）
学
、
イ
ン
ド
学
、
中
国
学
、

そ
し
て
イ
ス
ラ
ー
ム
学
、
ア
ッ
シ
リ
ア
学
、
エ
ジ
プ
ト
学
な
ど
と
細
分
化
さ
れ
た）

（
（

。
対
し
て
「
未
開
」
の
社
会
・
文
化
の
研
究
に
は
、

人
類
学
あ
る
い
は
民
族
学
と
呼
ば
れ
た
学
問
分
野
が
用
意
さ
れ
た
。
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エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
ー
ド
が
『
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
』（
一
九
八
六
［
原
著
一
九
七
八
］）
に
お
い
て
指
摘
し
、
そ
の
後
、
多
く
の
識

者
に
よ
っ
て
も
論
じ
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
オ
リ
エ
ン
ト
学
は
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
植
民
地
政
策
と
切
り
離
す

こ
と
が
で
き
な
い
。
サ
イ
ー
ド
ら
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
オ
リ
エ
ン
ト
学
は
そ
の
研
究
対
象
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
よ
っ
て
支
配
さ

れ
る
べ
き
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ら
ざ
る
「
他
者
」
と
し
て
鋳
造
し
て
き
た
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
近
代
西
洋
オ
リ
エ
ン
ト
学
の
眼
差
し

は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
み
の
問
題
に
留
ま
ら
な
い
。
例
え
ば
、
近
現
代
西
ア
ジ
ア
の
知
識
人
に
よ
っ
て
も
オ
リ
エ
ン
ト
学
の
視
点
が
受
容

さ
れ
、
彼
ら
の
言
わ
ば
「
裏
返
し
の
」
自
己
理
解
を
形
成
し
た
。

　

こ
こ
で
着
目
し
た
い
こ
と
は
、
西
洋
オ
リ
エ
ン
ト
学
（
あ
る
い
は
そ
の
後
継
学
問
分
野
）
に
お
い
て
古
代
の
西
ア
ジ
ア
と
中
世
以
降

の
西
ア
ジ
ア
に
向
け
ら
れ
た
眼
差
し
、
そ
し
て
関
心
の
様
態
が
実
は
全
く
異
な
る
こ
と
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
以
後
の
西
ア
ジ
ア
が

サ
イ
ー
ド
ら
の
論
じ
る
よ
う
に
「
私
た
ち
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
）
の
歴
史
」
の
外
側
に
置
か
れ
「
他
者
化
」
さ
れ
て
き
た
一
方
で
、
イ
ス

ラ
ー
ム
以
前
の
西
ア
ジ
ア
は
「
私
た
ち
の
歴
史
」
の
最
初
の
一
ペ
ー
ジ
と
し
て
「
我
有
化
」
さ
れ
た
の
だ
（
詳
し
く
は
、
本
書
序
章
、

第
一
章
第
一
節
、
第
八
章
第
一
節
を
参
照
）。
日
本
に
お
け
る
西
ア
ジ
ア
研
究
の
「
東
西
分
裂
」
が
生
じ
た
過
程
は
如
上
の
通
り
だ
が
、

西
ア
ジ
ア
の
古
代
史
が
「
西
洋
史
」
に
位
置
し
続
け
た
原
因
は
、
西
洋
オ
リ
エ
ン
ト
学
に
よ
る
古
代
西
ア
ジ
ア
の
「
我
有
化
」
を
日

本
の
研
究
者
が
無
批
判
に
受
け
入
れ
て
き
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

　

西
ア
ジ
ア
史
研
究
分
野
の
断
絶
は
研
究
対
象
で
あ
る
西
ア
ジ
ア
の
歴
史
の
諸
問
題
そ
の
も
の
に
起
因
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
近

現
代
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
日
本
の
植
民
地
政
策
、
そ
し
て
少
な
か
ら
ぬ
誤
解
と
不
注
意
に
よ
っ
て
招
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
事
情
に
よ
り
生
じ
て
し
ま
っ
た
「
東
西
分
裂
」
に
よ
り
、
西
ア
ジ
ア
史
研
究
の
可
能
性
は
大
き
く
損
な
わ
れ
て
き
た
。
サ

イ
ー
ド
の
『
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
』
の
登
場
後
も
、
西
ア
ジ
ア
史
研
究
の
分
断
は
等
閑
に
さ
れ
て
き
た
。
確
か
に
現
在
で
は
地
理
的

な
広
が
り
を
枠
組
み
に
し
た
歴
史
研
究
で
あ
る
地
域
史
の
意
義
に
は
疑
問
も
呈
さ
れ
て
は
い
る
（
例
え
ば
、
羽
田　

二
〇
一
一
）。
歴

史
学
に
と
っ
て
は
地
域
史
も
ま
た
自
明
の
枠
組
み
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
特
定
の
地
域
に
着
目
し
た
歴
史
研
究
が
重
要
な
意

ix
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義
あ
る
研
究
成
果
を
も
た
ら
し
て
き
た
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
最
古
の
文
明
の
誕
生
か
ら
現
在
の
紛
争
に
至
る
ま
で
、
西
ア
ジ

ア
は
人
類
史
を
大
き
く
左
右
し
て
き
た
。
時
代
に
よ
っ
て
分
断
さ
れ
る
こ
と
な
く
こ
の
地
域
に
着
目
し
た
歴
史
研
究
分
野
の
創
設
が

も
た
ら
し
得
る
研
究
の
成
果
は
疑
い
よ
う
が
な
い
。
古
代
か
ら
現
代
ま
で
の
長
い
タ
イ
ム
ス
パ
ン
、
そ
し
て
多
様
な
宗
教
伝
統
を
射

程
に
入
れ
、
異
な
る
時
代
と
地
域
の
専
門
家
が
協
働
で
西
ア
ジ
ア
の
政
教
関
係
の
歴
史
的
系
譜
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
取
り
組
む
本

書
は
、
西
ア
ジ
ア
史
研
究
に
お
け
る
こ
の
「
東
西
分
裂
」
を
克
服
す
る
さ
さ
や
か
な
試
み
で
も
あ
る
。

＊　

＊　

＊

　

こ
れ
ら
の
「
表
」
と
「
裏
」
の
問
題
意
識
を
踏
ま
え
、
本
書
は
次
の
構
成
に
す
る
。
ま
ず
序
章
に
お
い
て
、
近
代
西
洋
的
な
「
宗

教
」
概
念
の
何
が
問
題
な
の
か
、
政
教
関
係
の
系
譜
学
的
研
究
に
は
ど
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
可
能
な
の
か
を
整
理
し
た
う
え
で
、

西
ア
ジ
ア
を
見
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
眼
差
し
の
問
題
に
取
り
組
む
。
近
現
代
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
三
人
の
碩
学
（
ゴ
ー
シ
ェ
、
マ
シ
ニ

ョ
ン
、
ア
ル
ク
ー
ン
）
と
そ
の
研
究
を
具
体
例
に
と
り
あ
げ
、
近
現
代
フ
ラ
ン
ス
の
学
知
が
「
宗
教
」
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
、
西

ア
ジ
ア
に
ど
の
よ
う
な
眼
差
し
を
注
い
で
い
た
の
か
を
検
討
す
る
。
こ
の
序
章
の
成
果
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
古
代
（
第
Ⅰ
部
）、

古
代
の
終
焉
期
（
第
Ⅱ
部
）、
中
世
（
第
Ⅲ
部
）、
そ
し
て
近
世
・
近
現
代
（
第
Ⅳ
部
）
と
時
代
順
に
政
教
関
係
の
系
譜
の
研
究
に
取
り

組
む
。
第
Ⅰ
部
で
は
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
や
エ
ジ
プ
ト
に
最
古
の
文
明
が
成
立
し
、
国
家
が
形
成
さ
れ
、
神
殿
を
中
心
と
す
る
祭
祀
が
行

わ
れ
て
い
た
時
期
の
状
況
に
取
り
組
む
。
つ
づ
く
第
Ⅱ
部
で
は
、
古
代
神
殿
が
徐
々
に
衰
退
し
、
代
わ
っ
て
俗
に
「
一
神
教
」
な
ど

と
呼
ば
れ
る
新
た
な
思
想
と
教
団
組
織
が
形
成
さ
れ
た
状
況
に
取
り
組
む
。
第
Ⅲ
部
で
は
イ
ス
ラ
ー
ム
誕
生
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
受
け
、

新
た
な
社
会
秩
序
が
構
築
さ
れ
た
後
の
イ
ス
ラ
ー
ム
政
権
と
そ
の
支
配
下
で
繁
栄
し
た
ユ
ダ
ヤ
教
徒
・
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
社
会
の
状

況
に
取
り
組
む
。
第
Ⅳ
部
で
は
西
ア
ジ
ア
と
そ
の
周
辺
地
域
の
大
半
が
強
大
な
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
支
配
下
で
統
合
さ
れ
た
近
世
、
そ

し
て
飛
躍
的
な
発
展
を
遂
げ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
植
民
地
化
の
脅
威
に
晒
さ
れ
た
の
ち
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
対
峙
の
中
で
国
民
国

x
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家
が
成
立
す
る
が
グ
ロ
ー
バ
ル
な
イ
ス
ラ
ー
ム
化
の
中
で
揺
れ
る
近
現
代
に
取
り
組
む
。
本
書
は
、
こ
の
問
題
に
関
心
を
持
つ
読
者

が
最
初
に
手
に
取
る
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
に
な
る
こ
と
も
目
指
し
た
。
よ
っ
て
、
各
章
は
ま
ず
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
・
地
域
の
研
究
が
基
づ

く
史
料
、
そ
し
て
研
究
の
脈
絡
と
な
る
学
問
分
野
に
つ
い
て
簡
潔
に
整
理
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
・
地
域
に
お
け

る
こ
の
問
題
の
概
要
を
提
示
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
本
書
は
広
範
に
わ
た
る
時
代
と
地
域
の
多
様
な
問
題
を
検
討
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
書
の
課
題
に
取
り
組
む
上

で
重
要
な
時
代
と
地
域
の
論
考
が
少
な
か
ら
ず
欠
落
し
て
い
る
こ
と
も
ま
た
明
ら
か
で
あ
る
。「
序
章
」
に
お
い
て
後
述
さ
れ
る
通

り
、
政
教
関
係
の
系
譜
に
と
っ
て
国
家
誕
生
は
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
た
め
論
述
は
国
家
誕
生
以

前
の
先
史
時
代
か
ら
は
じ
め
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
現
在
の
西
ア
ジ
ア
の
政
教
問
題
を
理
解
す
る
う
え
で
も
極
め
て
重
要
な
近
世

と
近
現
代
の
イ
ラ
ン
に
取
り
組
む
チ
ャ
プ
タ
ー
も
当
然
望
ま
れ
る
。
本
書
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
こ
れ
ら
の
本
書
に
欠
落
し
て
い
る

時
代
と
地
域
の
研
究
を
含
む
よ
り
総
合
的
な
共
同
研
究
が
進
展
す
る
こ
と
を
望
む
。

　

な
お
、
本
書
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
立
場
か
ら
の
呼
称
で
あ
る
『
旧
約
聖
書
』
と
い
う
呼
称
の
代
わ
り
に
、
記
述
に
使
用
さ
れ
た

言
語
に
因
む
『
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
』
の
呼
称
を
用
い
る
。『
コ
ー
ラ
ン
』
は
原
語
の
音
に
近
く
、
現
在
で
は
人
口
に
も
膾
炙
し
て
い

る
『
ク
ル
ア
ー
ン
』
と
表
記
す
る
。
本
書
に
登
場
す
る
地
名
は
、
現
在
の
国
名
な
ど
を
除
き
、
本
書
冒
頭
の
地
図
に
記
載
し
た
。
参

照
し
て
ほ
し
い
。
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ア
サ
ド
、
タ
ラ
ル
（
二
〇
〇
四
［
原
著
一
九
九
三
］）『
宗
教
の
系
譜　

キ
リ
ス
ト
教
と
イ
ス
ラ
ム
に
お
け
る
権
力
の
根
拠
と
訓
練
』
岩
波
書
店

磯
前
順
一
（
二
〇
〇
三
）『
近
代
日
本
の
宗
教
言
説
と
そ
の
系
譜　

宗
教
・
国
家
・
神
道
』
岩
波
書
店

磯
前
順
一
・
山
本
達
也
編
（
二
〇
一
一
）『
宗
教
概
念
の
彼
方
へ
』
法
蔵
館

姜
尚
中
（
一
九
九
六
）『
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
彼
方
へ　

近
代
文
化
批
判
』
岩
波
書
店

サ
イ
ー
ド
、
エ
ド
ワ
ー
ド
（
一
九
八
六
［
原
著
一
九
七
八
］）『
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
』（
今
沢
紀
子
訳
）、
平
凡
社

─（
一
九
八
六
［
原
著
一
九
八
一
］）『
イ
ス
ラ
ム
報
道　

ニ
ュ
ー
ス
は
い
か
に
つ
く
ら
れ
る
か
』（
浅
井
信
雄
・
佐
藤
成
文
訳
）
み
す
ず
書
房

島
薗
進
・
鶴
岡
賀
雄
（
編
）（
二
〇
〇
四
）『＜

宗
教＞

再
考
』
ぺ
り
か
ん
社

杉
田
英
明
（
一
九
九
五
）『
日
本
人
の
中
東
発
見
』
東
京
大
学
出
版
会

伊
達
聖
伸
（
二
〇
一
〇
）『
ラ
イ
シ
テ
、
道
徳
、
宗
教
学　

も
う
ひ
と
つ
の
一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
宗
教
史
』
勁
草
書
房

常
木
晃
（
二
〇
一
四
）「
西
ア
ジ
ア
文
明
学
の
提
唱
」
筑
波
大
学
西
ア
ジ
ア
文
明
研
究
セ
ン
タ
ー
（
編
）『
西
ア
ジ
ア
文
明
学
へ
の
招
待
』
悠
書
館
、
二

～
八

羽
田
正
（
二
〇
〇
五
）『
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
創
造
』
東
京
大
学
出
版
会

─（
二
〇
一
一
）『
新
し
い
世
界
史
へ　

地
球
市
民
の
た
め
の
構
想
』
岩
波
書
店

深
澤
英
隆
（
二
〇
〇
六
）『
啓
蒙
と
霊
性　

近
代
宗
教
言
説
の
生
成
と
変
容
』
岩
波
書
店

星
野
靖
二
（
二
〇
一
二
）『
近
代
日
本
の
宗
教
概
念　

宗
教
者
の
言
葉
と
近
代
』
有
志
舎

増
澤
知
子
（
二
〇
一
五
［
原
著
二
〇
〇
五
］）『
世
界
宗
教
の
発
明
』
み
す
ず
書
房

注（
（
）　

確
か
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
語
の
オ
リ
エ
ン
ト
が
特
に
西
ア
ジ
ア
を
念
頭
に
置
い
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
例
え
ば
ド
イ
ツ
語
の
「
古
代
オ
リ

エ
ン
ト
」（A

lter O
rient

）
は
英
語
の
「
古
代
近
東
」（A

ncient N
ear East

）
の
意
に
近
く
、
古
代
西
ア
ジ
ア
と
そ
の
周
辺
地
域
に
お
け
る

文
明
世
界
を
指
す
。
ま
た
「
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
学
」（A

ltorientalistik

）
も
古
代
西
ア
ジ
ア
世
界
の
文
献
学
的
研
究
（
特
に
楔
形
文
字
学
）
に

相
当
す
る
。
た
だ
し
ド
イ
ツ
語
に
し
て
も
「
古
代
」
を
冠
さ
な
い
場
合
の
オ
リ
エ
ン
ト
の
意
は
、
英
語
・
フ
ラ
ン
ス
語
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
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（
（
）　

日
本
語
だ
け
で
も
既
に
多
く
の
関
連
す
る
書
籍
（
訳
書
を
含
む
）
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
ア
サ
ド　

二
〇
〇
四
（
原
著
一
九
九
三
）、

磯
前　

二
〇
〇
三
、
伊
達　

二
〇
一
〇
、
深
澤　

二
〇
〇
六
、
増
澤　

二
〇
一
五
（
原
著　

二
〇
〇
五
）、
星
野　

二
〇
一
二
。
ほ
か
、
こ
の
課

題
に
関
す
る
論
文
集
に
島
薗
・
鶴
岡　

二
〇
〇
四
、
磯
前
・
山
本　

二
〇
一
一
。

（
（
）　

こ
こ
に
は
、
日
本
型
の
「
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
を
読
み
取
る
こ
と
も
で
き
る
。
姜
尚
中
（
一
九
九
六
、
一
二
一
～
一
四
六
）
が
指
摘
す
る
通

り
、「
西
洋
史
」
と
「
東
洋
史
」
に
対
す
る
関
心
の
あ
り
方
、
そ
し
て
研
究
者
の
眼
差
し
は
異
な
る
。
戦
前
に
お
い
て
「
西
洋
史
」
は
模
範
と
し

て
学
ば
れ
た
一
方
、「
東
洋
史
」
は
支
配
の
た
め
に
研
究
さ
れ
た
（
そ
の
傾
向
は
現
在
も
あ
る
程
度
存
続
し
て
い
る
）。
す
な
わ
ち
、
当
初
イ
ス
ラ

ー
ム
以
後
の
西
ア
ジ
ア
は
見
習
う
べ
き
「
西
洋
」
の
一
部
で
あ
っ
た
が
、
ア
ジ
ア
主
義
の
高
ま
り
と
と
も
に
支
配
す
べ
き
「
東
洋
」
に
移
り
、
古

代
西
ア
ジ
ア
（「
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
」）
の
方
は
学
ぶ
べ
き
「
西
洋
」
の
一
部
に
留
ま
っ
た
と
も
言
え
る
。

（
（
）　

近
代
西
洋
オ
リ
エ
ン
ト
学
の
歴
史
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
近
代
ド
イ
ツ
の
オ
リ
エ
ン
ト
学
に
取
り
組
むM

archand （009

が
参
考
に
な
る
。

な
お
、
サ
イ
ー
ド
ら
に
よ
る
批
判
を
受
け
、
多
く
の
欧
米
の
大
学
は
一
九
九
〇
年
代
末
か
ら
今
世
紀
初
頭
に
か
け
て
オ
リ
エ
ン
ト
学
科
を
改
組
し

た
。
改
組
後
に
は
、「
ア
ジ
ア
・
中
東
学
科
」
な
ど
の
政
治
的
に
「
正
し
い
」（
よ
う
に
見
え
る
）
地
域
名
を
冠
し
た
学
科
や
、
今
世
紀
に
な
っ
て

ド
イ
ツ
で
流
行
し
て
い
る
「
文
化
学
」（K

ulturw
issenschaft

）
の
学
科
な
ど
、
新
し
い
人
文
学
の
枠
組
み
を
提
唱
す
る
学
科
が
創
設
さ
れ
た
。

た
だ
し
、
大
き
な
大
学
で
は
大
枠
の
「
看
板
」
を
掛
け
か
え
つ
つ
も
、
オ
リ
エ
ン
ト
学
の
枠
組
み
は
今
も
継
承
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
良
い
。
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