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は
じ
め
に
　

―
　

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
と
宗
教

　

大
き
な
吊
橋
を
写
し
た
セ
ピ
ア
色
の
写
真
。
こ
の
橋
は
、
今
日
も
っ
と
も
繁
栄
し
た
国
の
、
も
っ
と
も
繁
栄
し
た
都
市
に
、
一
九
世
紀

か
ら
架
か
っ
て
い
る
も
の
だ
。
写
真
は
、
俯
瞰
し
た
位
置
か
ら
橋
の
全
容
を
捉
え
た
も
の
で
は
な
い
。
撮
影
者
は
橋
の
上
に
立
っ
て
、
カ

メ
ラ
を
少
々
上
向
き
に
構
え
て
い
る
。
晴
れ
た
空
を
背
景
に
黒
い
シ
ル
エ
ッ
ト
と
化
し
た
ゴ
シ
ッ
ク
造
り
の
塔
か
ら
、
幾
条
も
の
鉄
線
が

放
た
れ
、
こ
ち
ら
に
向
か
っ
て
降
り
か
か
る
よ
う
に
迫
る
。
そ
れ
ら
は
縦
に
横
に
と
交
差
し
て
、
何
を
絡
め
取
ろ
う
と
す
る
の
か
、
網
の

よ
う
に
な
っ
て
見
え
る
。
私
た
ち
の
視
点
は
、
撮
影
者
と
と
も
に
、
そ
の
網
の
目
が
作
る
遠
近
法
の
な
か
に
固
定
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
近

い
距
離
に
焦
点
の
合
っ
た
レ
ン
ズ
は
、
画
面
左
上
端
に
突
き
刺
さ
る
太
い
ワ
イ
ヤ
ー
の
質
感
を
、
撚
ら
れ
た
鉄
の
繊
維
が
作
り
出
す
硬
質

な
陰
影
の
う
ち
に
刻
み
込
ん
で
い
る
。
そ
こ
か
ら
始
め
て
、
あ
ら
た
め
て
塔
ま
で
の
道
の
り
を
辿
っ
て
み
る
。
一
つ
ひ
と
つ
の
線
は
、
私

の
目
が
滑
っ
て
い
く
先
を
め
が
け
て
競
う
よ
う
に
走
り
、
や
が
て
塔
の
上
の
暗
く
な
っ
た
影
の
な
か
に
消
失
す
る
。「
す
べ
て
上
昇
す
る

も
の
は
一
点
に
集
ま
）
1
（
る
」。
壁
の
よ
う
に
立
ち
ふ
さ
が
る
塔
の
向
こ
う
側
で
は
、
い
く
つ
か
小
さ
な
雲
を
浮
か
べ
た
快
晴
の
空
が
、
二
色

刷
り
の
淡
い
赤
銅
に
塗
ら
れ
て
い
る
。

　

写
真
の
上
に
は
、
サ
ン
セ
リ
フ
体
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
が
印
字
さ
れ
て
い
る
。
“A SECU

LA
R A

GE

”
―
世
俗
の
時
代
、
あ
る
世

（
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収
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俗
的
な
時
代
。
私
た
ち
が
こ
れ
か
ら
読
も
う
と
い
う
本
の
題
名
で
あ
る
。

　

表
紙
は
、
本
の
内
容
に
つ
い
て
読
者
に
あ
ら
か
じ
め
何
を
示
唆
す
る
だ
ろ

う
）
2
（
か
。
な
ぜ
吊
橋
な
の
か
。
見
る
者
は
、
垂
直
が
水
平
を
支
え
る
そ
の
構
造

に
ど
の
よ
う
な
隠
喩
を
読
み
取
れ
ば
よ
い
の
か
。
強
調
さ
れ
た
遠
近
法
は
、

撮
影
者
が
見
上
げ
た
先
に
屹
立
す
る
、
塔
の
威
容
を
際
立
た
せ
る
意
図
に
奉

仕
す
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
「
世
俗
の
時
代
」
に
お
い
て
、

私
た
ち
は
写
真
の
撮
影
者
の
立
ち
位
置
さ
な
が
ら
、
緊
張
し
た
鉄
の
ワ
イ

ヤ
ー
に
囲
い
こ
ま
れ
て
窮
屈
な
思
い
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
。
こ
の
ネ

オ
・
ゴ
シ
ッ
ク
様
式
の
建
造
物
が
、
現
代
世
界
に
お
い
て
も
っ
と
も
多
く
の
富
と
繁
栄
を
享
受
す
る
大
都
市
の
風
景
の
一
部
で
あ
る
こ
と

に
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
。
こ
の
写
真
は
な
ぜ
、
全
体
に
鮮
や
か
さ
を
欠
い
た
く
す
ん
だ
色
調
に
整
え
ら
れ
て
い
る
の
か
。

　

も
ち
ろ
ん
、
表
に
掲
げ
ら
れ
た
イ
メ
ー
ジ
は
な
か
に
書
か
れ
た
内
容
を
理
解
す
る
た
め
の
補
助
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
逆

で
は
な
い
。
本
文
を
読
む
前
と
後
と
で
は
、
こ
の
写
真
の
見
え
方
も
お
そ
ら
く
違
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
さ
し
あ
た
り
読
者
に
期
待
さ
れ
て

い
る
の
は
、
テ
ク
ス
ト
の
意
味
に
せ
よ
、
装
丁
を
飾
る
画
像
か
ら
受
け
る
印
象
に
せ
よ
、
ま
と
め
て
一
冊
の
本
と
し
て
与
え
ら
れ
た
そ
れ

ら
の
も
の
を
で
き
る
だ
け
豊
か
な
仕
方
で
味
わ
う
こ
と
で
あ
る
。

1
．
本
書
の
目
的
と
主
題
　

―
　

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
と
宗
教
の
主
題

　

本
書
の
目
的
は
、
現
代
の
カ
ナ
ダ
を
代
表
す
る
哲
学
者
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
（1931-

）
の
宗
教
論
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
テ
イ
ラ
ー
の
宗
教
論
を
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
上
述
の
『
世
俗
の
時
）
3
（
代
』
と
い
う
本
を
読
み
解
く
こ
と
と
ほ
ぼ
等
し
い
。

　

一
九
九
八
年
か
ら
九
九
年
に
か
け
て
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
大
学
で
行
わ
れ
た
ギ
フ
ォ
ー
ド
講
義
「
世
俗
の
時
代
に
生
き
る
（Living in a 
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Secular A
ge

）」
を
元
に
、
テ
イ
ラ
ー
は
三
冊
の
本
を
世
に
問
う
た
。
そ
の
な
か
で
も
最
後
の
も
の
と
し
て
二
〇
〇
七
年
に
刊
行
さ
れ
た

『
世
俗
の
時
代
』
は
、
量
に
し
て
八
〇
〇
頁
を
超
す
大
著
で
あ
り
、
そ
の
内
容
も
他
の
二
作
と
比
べ
も
っ
と
も
包
括
的
で
意
義
深
い
も
の

で
あ
る
。
事
実
、『
世
俗
の
時
代
』
に
は
前
著
『
今
日
の
宗
教
の
諸
）
4
（
相
』
と
『
近
代
の
社
会
的
想
）
5
（
像
』
の
一
部
が
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
含

ま
れ
て
い
る
。
こ
の
偉
大
な
仕
事
は
、
著
者
に
宗
教
分
野
の
ノ
ー
ベ
ル
賞
と
も
言
わ
れ
る
テ
ン
プ
ル
ト
ン
賞
を
も
た
ら
し
た
。
テ
ン
プ
ル

ト
ン
賞
は
、
そ
の
年
の
受
賞
者
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
紹
介
す
る
。

マ
ギ
ル
大
学
の
哲
学
の
名
誉
教
授
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
は
、
世
俗
的
な
面
と
霊
的
な
面
と
を
両
方
と
も
考
慮
す
る
こ
と
な
し
に

は
、
暴
力
や
偏
見
と
い
っ
た
問
題
は
解
決
さ
れ
な
い
と
論
じ
る
。
彼
が
示
唆
す
る
の
は
、
世
俗
化
し
た
観
点
に
全
面
的
に
依
存
す
る

こ
と
で
破
綻
し
た
推
論
が
導
か
れ
、
ま
す
ま
す
多
く
の
文
化
、
道
徳
、
国
家
、
宗
教
間
の
衝
突
に
直
面
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
共
同
体

に
と
っ
て
助
け
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
本
質
的
な
洞
察
が
妨
げ
ら
れ
て
し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
多
く
の
社
会
科
学
者
が
当

然
と
み
な
し
て
き
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
道
徳
や
霊
性
と
い
っ
た
観
念
が
啓
蒙
に
始
ま
る
合
理
主
義
の
運
動
に
よ
っ
て
理
性
の
時
代

に
そ
ぐ
わ
な
い
古
風
な
時
代
錯
誤
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
考
え
に
、
テ
イ
ラ
ー
は
ず
っ
と
反
対
し
て
き
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
そ

（
2
）　

コ
ー
ト
ニ
ー
・
ベ
ン
ダ
ー
は
、
こ
の
表
紙
に
象
ら
れ
た
ブ
ル
ッ
ク
リ
ン
橋
と
い
う
ト
ポ
ス
と
、『
世
俗
の
時
代
』
の
議
論
と
の
間
に
仄
め
か
さ
れ
て

い
る
曖
昧
な
連
関
に
つ
い
て
、
示
唆
的
な
読
解
を
提
起
し
て
い
る
。
彼
女
は
、
ブ
ル
ッ
ク
リ
ン
橋
、
お
よ
び
橋
が
完
成
す
る
以
前
に
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
と

ブ
ル
ッ
ク
リ
ン
と
を
結
ん
で
い
た
ブ
ル
ッ
ク
リ
ン
・
フ
ェ
リ
ー
に
つ
い
て
歌
わ
れ
た
詩
を
紹
介
し
つ
つ
、
そ
こ
か
ら
「
脱
魔
術
化
」
に
関
す
る
テ
イ

ラ
ー
の
議
論
に
部
分
的
な
反
論
を
試
み
て
い
る
（Courtney Bender, 
“‘Every M

eaning W
ill H

ave its H
om

ecom
ing Festival:

’ A Secular 
A
ge and the Senses of M

odern Spirituality,

” in Florian Zem
m
in et al. 

（eds.

）, W
orking w

ith a Secular A
ge: Interdisciplinary 

Perspectives on Charles T
aylor

’s M
aster N

arrative, Berlin: de Gruyter, 2016, pp. 283-303.

）。

（
3
）　Charles T

aylor, A
 Secular A

ge, Cam
bridge, M

assachusetts, London: T
he Belknap Press of H

arvard U
niversity Press, 2007.

（
4
）　Id., V

arieties of R
eligion T

oday: W
illiam

 Jam
es R

evisited, Cam
bridge, M

ass: H
arvard U

niversity Press, 2002.

（
5
）　Id., M

odern Social Im
aginaries, D

urham
, N

C
: D

uke U
niversity Press, 2004.
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の
よ
う
な
狭
量
で
還
元
的
な
社
会
学
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
人
間
が
い
か
に
、
ま
た
何
ゆ
え
に
意
味
を
求
め
て
努
力
す
る
の
か
と
い
う

こ
と
に
関
す
る
十
全
な
説
明
を
不
当
に
も
拒
ん
で
い
る
の
で
あ
）
6
（
る
。

　

さ
ら
に
テ
イ
ラ
ー
は
後
年
、
教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
か
ら
ラ
ッ
ツ
ィ
ン
ガ
ー
賞
を
授
与
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。
名
誉
教
皇
ベ
ネ
デ
ィ
ク

ト
一
六
世
の
名
を
冠
す
る
同
賞
の
神
学
的
権
威
も
ま
た
、
テ
イ
ラ
ー
が
『
世
俗
の
時
代
』
で
示
し
た
西
洋
世
界
の
世
俗
化
に
関
す
る
洞
察

を
霊
的
な
観
点
か
ら
高
く
評
価
し
た
の
だ
っ
た
。
授
賞
に
あ
た
り
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

現
代
、
テ
イ
ラ
ー
教
授
ほ
ど
に
幅
広
い
観
点
か
ら
世
俗
化
の
問
題
を
提
起
し
て
き
た
学
者
は
ほ
と
ん
ど
い
ま
せ
ん
。〔
…
〕
彼
は
、

人
間
の
魂
の
超
越
的
な
次
元

―
聖
霊
は
こ
の
霊
的
な
次
元
に
お
い
て
人
知
れ
ず
働
き
続
け
て
い
ま
す

―
を
生
き
、
ま
た
表
現
す

る
た
め
の
新
し
い
道
を
直
観
し
、
な
お
探
し
求
め
る
よ
う
、
私
た
ち
に
呼
び
か
け
て
い
ま
す
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
り
、
私
た
ち
は

皮
相
な
仕
方
で
で
は
な
く
、
そ
れ
で
い
て
運
命
的
な
落
胆
に
屈
す
る
こ
と
も
な
く
、
西
洋
の
世
俗
化
に
対
処
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
す
。
こ
れ
は
、
現
代
文
化
に
関
す
る
省
察
に
と
っ
て
必
要
な
こ
と
と
い
う
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
ま
た
、
今
日
に
お
い

て
信
仰
を
生
き
、
証
し
し
、
表
現
し
、
公
に
宣
言
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
霊
的
な
態
度
を
私
た
ち
が
身
に
つ
け
る
た
め
の
、
深
み
あ
る

対
話
と
見
き
わ
め
に
と
っ
て
も
欠
か
せ
な
い
こ
と
な
の
で
）
7
（
す
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
「
宗
教
」
や
「
霊
性
」
へ
の
関
心
に
即
し
て
、
こ
と
に
よ
る
と
神
学
的
な
観
点
か
ら
も
高
い
評
価
を
受
け
る
と

い
う
事
態
は
、
テ
イ
ラ
ー
の
哲
学
者
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
全
体
を
通
じ
て
い
つ
で
も
そ
う
あ
り
え
た
種
類
の
も
の
で
は
な
い
。
テ
イ
ラ
ー

は
宗
教
的
な
著
述
家
と
し
て
評
判
を
買
う
以
前
か
ら
、
今
日
に
お
い
て
も
な
お
そ
の
評
判
と
両
立
す
る
よ
う
な
仕
方
で
、
こ
う
言
っ
て
よ

け
れ
ば
世
俗
的
な
職
業
的
ア
カ
デ
ミ
シ
ャ
ン
と
し
て
の
顔
を
も
っ
て
い
る
。

　

す
る
と
、「
テ
イ
ラ
ー
の
宗
教
論
」
と
言
っ
た
と
き
、
私
た
ち
は
研
究
の
対
象
範
囲
を
ど
こ
ま
で
と
想
定
す
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。
こ
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こ
で
一
度
、
こ
の
多
産
な
思
想
家
の
ビ
ブ
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
の
う
ち
、『
世
俗
の
時
代
』
に
至
る
ま
で
の
主
要
な
仕
事
を
ひ
と
と
お
り
振
り

返
っ
て
お
こ
う
。

　

テ
イ
ラ
ー
に
と
っ
て
最
初
の
哲
学
的
な
仕
事
と
な
っ
た
の
は
『
行
動
の
説
）
8
（
明
』
と
題
さ
れ
た
彼
の
博
士
論
文
で
あ
る
。
そ
こ
で
の
テ
イ

ラ
ー
の
目
標
は
、
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
か
ら
影
響
を
受
け
た
現
象
学
的
立
場
か
ら
、
心
理
学
的
行
動
主
義
を
批
判
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

こ
こ
に
見
ら
れ
る
還
元
論
批
判
の
立
場
は
、
そ
の
後
の
テ
イ
ラ
ー
の
思
想
の
な
か
で
も
一
貫
さ
れ
て
い
る
。
次
に
目
を
引
く
の
は
、
分
析

的
伝
統
の
強
い
英
語
圏
の
哲
学
業
界
に
向
け
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
想
を
紹
介
し
た
仕
事
で
あ
）
9
（
る
。
テ
イ
ラ
ー
は
歴
史
哲
学
、
と
り
わ
け
近
代

の
起
源
に
関
す
る
哲
学
的
省
察
の
必
要
か
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
重
要
性
に
批
判
的
に
取
り
組
ん
だ
の
だ
っ
た
。
こ
の
歴
史
哲
学
的
研
究
は
そ

の
の
ち
に
い
っ
そ
う
深
め
ら
れ
、
一
九
八
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
主
著
『
自
我
の
源
）
10
（
泉
』
に
結
実
す
る
。
し
か
し
、『
自
我
の
源
泉
』
で
の

著
述
は
す
で
に
ヘ
ー
ゲ
ル
へ
の
集
中
を
解
か
れ
て
お
り
、
そ
の
代
わ
り
に
テ
イ
ラ
ー
自
身
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
概
念
化
に
よ
る
歴
史
説
明
が

際
立
っ
て
い
る
。
彼
は
近
代
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
特
徴
を
過
去
数
世
紀
の
あ
い
だ
に
力
を
も
つ
に
至
っ
た
い
く
つ
か
の
善
の
観
念
に

結
び
つ
け
る
。
そ
こ
で
は
、
た
と
え
ば
「
脱
従
事
的
（disengaged

）」
な
主
体
性
や
道
具
的
理
性
に
よ
る
支
配
を
強
調
す
る
啓
蒙
自
然
主

義
と
、
表
現
的
・
創
造
的
な
自
己
充
足
を
目
指
す
ロ
マ
ン
主
義
と
の
あ
い
だ
の
緊
張
関
係
が
強
調
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

（
6
）　T

he T
em

pleton Prize, 

“Charles T
aylor ‒ T

em
pleton Prize,

” https://w
w
w
.tem

pletonprize.org/laureate/charles-taylor/ 

（last 
accessed A

pril 22, 2020

）.

（
7
）　Pope Francis, 

“Conferral of the 2019 

‘Ratzinger Prize
’: Address of H

is H
oliness Pope Francis,

” http://w
w
w
.vatican.va/content/

francesco/en/speeches/2019/novem
ber/docum

ents/papa-francesco_20191109_prem
io-ratzinger.htm

l 

（last accessed A
pril 23, 

2020

）.

（
8
）　Charles T

aylor, E
xplanation of Behavior, London and N

ew
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）.

（
9
）　Id., H
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bridge U
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lso see Id., H
egel and M
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（
渡
辺
義
雄
訳
『
ヘ
ー
ゲ
ル
と
近
代
社
会
』
岩
波
書
店
、
一
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八
一
年
。）

（
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）　Id., Sources of the Self: T

he M
aking of the M

odern Identity, Cam
bridge: H

arvard U
niversity Press, 1989.
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た
だ
し
、
こ
の
『
自
我
の
源
泉
』
に
関
し
て
と
く
に
私
た
ち
が
見
て
お
く
べ
き
は
、
の
ち
に
『
世
俗
の
時
代
』
の
議
論
へ
と
引
き
継
が

れ
て
い
く
よ
う
な
宗
教
へ
の
洞
察
、
ま
た
「
有
神
論
的
」
と
評
す
べ
き
彼
自
身
の
実
存
的
な
傾
き
が
、
そ
こ
で
顕
著
に
表
面
化
し
て
い
る

事
実
で
あ
る
。『
自
我
の
源
泉
』
に
お
け
る
テ
イ
ラ
ー
の
歴
史
叙
述
は
、
近
代
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
形
成
過
程
を
理
解
す
る
た
め
に

宗
教
的
な
過
去
に
関
す
る
歴
史
研
究
を
必
須
の
も
の
と
す
る
。
現
在
に
お
け
る
適
切
な
自
己
理
解
を
得
る
た
め
に
も
、
私
た
ち
自
身
の
過

去
に
向
き
合
う
必
要
が
強
調
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
同
書
の
結
論
部
で
は
著
者
自
身
の
「
有
神
論
的
な
希
望
」
が
仄
め
か
さ
れ
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
そ
れ
で
も
な
お
『
自
我
の
源
泉
』（
以
下
、『
源
泉
』
と
す
る
）
の
著
述
は
、
全
体
と
し
て
は
依
然
、
テ
イ
ラ
ー
を
理
論
的
な

思
想
家
と
し
て
受
容
す
る
た
め
に
必
要
な
バ
ラ
ン
ス
を
保
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
こ
の
著
作
は
、
た
ん
に
哲
学
的
・
思
想
史
的
な
業
績
と

し
て
も
評
価
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
も
ち
ろ
ん
『
源
泉
』
に
向
け
ら
れ
た
少
な
く
な
い
数
の
確
か
な
批
評
眼
は
、
同
書
に
お
け
る
有
神

論
的
立
場
の
優
位
を
見
咎
め
た
の
だ
が
、
反
対
に
、
た
と
え
ば
ジ
ョ
ー
ジ
・
マ
ー
ズ
デ
ン
の
よ
う
な
神
学
者
の
目
に
は
、
テ
イ
ラ
ー
の
そ

の
叙
述
ス
タ
イ
ル
が
ぎ
こ
ち
な
く
も
過
度
に
世
俗
的
な
学
問
の
体
を
装
っ
た
も
の
と
映
っ
た
。「〔
マ
テ
オ
・
〕
リ
ッ
チ
が
儒
学
者
の
服
を

身
に
着
け
た
よ
う
に
、
私
た
ち
は
い
つ
で
も
自
ら
の
見
解
を
、
現
代
の
学
術
界
に
す
で
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
衣
装
で
飾
ら
ね
ば
な
ら
な
い

の
だ
ろ
う
）
11
（

か
」
と
嘆
い
て
み
せ
、
テ
イ
ラ
ー
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
の
旗
幟
を
鮮
明
に
し
な
い
こ
と
を
残
念
が
る
の
で
あ
る
。

　

じ
つ
に
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
一
般
の
読
者
に
と
っ
て
も
当
然
知
っ
て

お
く
べ
き
前
提
事
項
と
し
て
印
象
づ
け
た
の
は
、
論
文
「
カ
ト
リ
ッ
ク
・
モ
ダ
ニ
テ
ィ
）
12
（
？
」
だ
ろ
う
。
こ
の
論
文
の
元
と
な
っ
た
の
は
、

一
九
九
六
年
に
デ
イ
ト
ン
大
学
で
行
わ
れ
た
テ
イ
ラ
ー
の
マ
リ
ア
ニ
ス
ト
賞
受
賞
講
演
で
あ
る
。
そ
こ
で
テ
イ
ラ
ー
は
、
自
身
の
宗
教
的

信
仰
と
学
術
的
な
仕
事
と
が
相
互
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
あ
っ
て
き
た
か
に
つ
い
て
語
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
）
13
（
た
。
先
ほ
ど
の
マ
ー

ズ
デ
ン
が
『
源
泉
』
に
お
け
る
テ
イ
ラ
ー
の
態
度
を
一
種
の
不
徹
底
と
見
る
の
は
、『
源
泉
』
の
結
論
部
が
ち
ょ
う
ど
こ
の
「
カ
ト
リ
ッ

ク
・
モ
ダ
ニ
テ
ィ
？
」
の
よ
う
な
議
論
を
含
む
べ
き
だ
っ
た
と
い
う
考
え
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
実
際
、
こ
の
講
演
論
文
に
お
い
て
、

テ
イ
ラ
ー
は
明
白
に
信
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
カ
ト
リ
ッ
ク
の
聴
衆
に
向
け
て
語
り
か
け
た
。
自
ら
の
論
題
に
選
ん
だ
「
カ
ト
リ
ッ
ク
的

近
代
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
説
明
す
る
な
か
で
、
彼
は
た
と
え
ば
三
位
一
体
や
贖
い
や
受
肉
と
い
っ
た
神
学
上
の
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重
要
概
念
に
つ
い
て
自
ら
の
信
ず
る
と
こ
ろ
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　

ル
ー
ス
・
ア
ビ
ー
に
よ
れ
ば
、「
テ
イ
ラ
ー
の
宗
教
的
転
回
（religious turn

）
は
、
一
九
九
九
年
の
『
カ
ト
リ
ッ
ク
・
モ
ダ
ニ
テ

ィ
？
』
の
刊
行
に
よ
っ
て
確
固
た
る
も
の
と
な
っ
）
14
（
た
」
と
い
う
。
ア
ビ
ー
が
こ
こ
で
指
摘
す
る
テ
イ
ラ
ー
の
「
宗
教
的
転
回
」
は
、「
社

会
的
な
い
し
歴
史
的
な
勢
力
と
し
て
の
宗
教
に
向
け
ら
れ
た
〔
テ
イ
ラ
ー
の
〕
関
心
だ
け
で
な
く
、
彼
自
ら
の
宗
教
的
信
仰
と
、
そ
の
信

仰
が
彼
の
思
考
に
影
響
を
与
え
て
い
る
そ
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
テ
イ
ラ
ー
が
以
前
よ
り
も
あ
か
ら
さ
ま
に
な
っ
た
と
い
う
事
実
を
指
し

て
い
）
15
（
る
」。
そ
れ
ゆ
え
「
転
回
」
と
い
っ
て
も
、
こ
れ
は
テ
イ
ラ
ー
の
思
想
が
本
質
的
に
不
連
続
な
仕
方
で
変
化
し
た
こ
と
を
意
味
し
な

い
。
事
実
、
テ
イ
ラ
ー
は
か
ね
て
よ
り
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
者
で
あ
っ
た
の
だ
し
、
他
方
で
そ
の
哲
学
的
主
張
の
内
容
を
見
て
も
、
行
動
主

義
に
対
す
る
批
判
な
ど
は
最
初
の
『
行
動
の
説
明
』
で
展
開
さ
れ
て
以
来
、
二
〇
一
六
年
の
『
言
語
動
）
16
（
物
』
に
至
る
ま
で
一
貫
さ
れ
て
い

る
。
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
「
転
回
」
は
む
し
ろ
、
テ
イ
ラ
ー
の
仕
事
に
お
け
る
宗
教
的
主
題
の
明
白
さ
、
い
わ
ば
読
者
の
側
で
気
が
つ
く

そ
の
目
立
た
し
さ
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
特
定
の
著
作
の
前
後
に
著
者
が
決
定
的
な
回
心
を
経
験
し
た
結
果
、
以
前

と
は
根
本
的
に
異
な
る
性
格
の
哲
学
的
主
張
が
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
っ
た
仕
方
で
こ
れ
を
理
解
す
べ
き
で
は
な
い
。

　

こ
と
テ
イ
ラ
ー
の
宗
教
論
に
的
を
絞
ろ
う
と
し
て
い
る
私
た
ち
は
、
ア
ビ
ー
の
言
う
「
宗
教
的
転
回
」
を
、
本
研
究
の
対
象
範
囲
を
画

（
11
）　George M

arsden, 

“Matteo Ricci and the Prodigal Culture,

” in Jam
es L. H

eft 

（ed.

）, A
 Catholic M

odernity?: Charles T
aylor

’s 
M

arianist A
w
ard Lecture, N

ew
 Y

ork, O
xford: O

xford U
niversity Press, 1999, p. 87.

（
12
）　Charles T

aylor, 

“A Catholic M
odernity?

” in A
 Catholic M

odernity? pp. 13-37.

（
13
）　Jam
es L. H

eft, 

“Introduction,

” in A
 Catholic M

odernity, p. 3.

（
14
）　Ruth A

bbey, 

“Turning or Spinning? Charles T
aylor

’s Catholicism
: A

 Reply to Ian Fraser,

” Contem
porary Political T

heory,  
5 （2 

）, 2006, p. 164.

（
15
）　Ibid., p. 163.

（
16
）　Charles T

aylor, T
he Language A

nim
al: T

he Full Shape of the H
um

an Linguistic Capacity, Cam
bridge, M

assachusetts: T
he 

Belknap Press of H
arvard U

niversity Press, 2016.
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定
す
る
た
め
の
便
宜
的
な
指
標
と
し
て
利
用
し
よ
う
。
ア
ビ
ー
の
整
理
に
よ
れ
ば
、
テ
イ
ラ
ー
の
「
転
回
」
は
『
自
我
の
源
泉
』（
と
り

わ
け
そ
の
結
論
部
）
を
そ
の
先
触
れ
と
し
な
が
ら
、「
カ
ト
リ
ッ
ク
・
モ
ダ
ニ
テ
ィ
？
」
で
決
定
的
な
も
の
と
な
っ
た
。
こ
の
見
方
を
採
る

な
ら
、
テ
イ
ラ
ー
の
宗
教
論
を
主
題
化
す
る
私
た
ち
の
研
究
が
取
り
組
む
の
は
、
少
な
く
と
も
『
自
我
の
源
泉
』
以
後
、
さ
ら
に
は
と
り

わ
け
「
カ
ト
リ
ッ
ク
・
モ
ダ
ニ
テ
ィ
？
」
以
後
の
諸
著
作
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
「
カ
ト
リ
ッ
ク
・
モ
ダ
ニ
テ
ィ
？
」
の
講
演
が
一
九
九
六
年
、
活
字
で
の
刊
行
が
一
九
九
九
年
だ
と
す
る
と
、
ち
ょ
う
ど
そ
れ
と
同
じ

頃
、
テ
イ
ラ
ー
は
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
で
の
ギ
フ
ォ
ー
ド
講
義
（
一
九
九
八
〜
九
九
年
）
を
準
備
し
、
開
講
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ

え
、「
カ
ト
リ
ッ
ク
・
モ
ダ
ニ
テ
ィ
？
」
以
後
し
ば
ら
く
の
あ
い
だ
、
こ
の
ギ
フ
ォ
ー
ド
講
義
を
下
敷
き
に
し
た
宗
教
に
関
す
る
著
作
の

刊
行
が
続
く
の
は
当
然
の
成
り
行
き
と
い
え
る
。
私
た
ち
が
「
テ
イ
ラ
ー
の
宗
教
論
」
と
し
て
思
い
浮
か
べ
る
べ
き
は
、
こ
の
時
期
の
著

作
群
で
あ
る
。「
ギ
フ
ォ
ー
ド
講
義
三
部
作
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
『
今
日
の
宗
教
の
諸
相
』（
二
〇
〇
二
）、『
近
代
の
社
会
的
想
像
』（
二
〇

〇
四
）、『
世
俗
の
時
代
』（
二
〇
〇
七
）
が
ま
ず
は
そ
う
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
こ
こ
に
、
部
分
的
に
は
『
世
俗
の
時
代
』
の
補
遺
な
い
し
発

展
と
し
て
の
性
格
づ
け
を
与
え
ら
れ
た
論
集
『
ジ
レ
ン
マ
と
つ
な
が
）
17
（

り
』（
二
〇
一
一
）
を
含
め
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
冒
頭
述

べ
た
こ
と
の
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
こ
れ
ら
の
な
か
で
も
っ
と
も
重
要
な
の
は
明
ら
か
に
『
世
俗
の
時
代
』
で
あ
る
。
事
前
に
刊
行
さ
れ

た
二
つ
の
著
作
で
取
り
扱
わ
れ
た
主
た
る
論
点
は
『
世
俗
の
時
代
』
の
議
論
の
な
か
に
取
り
込
ま
れ
、
む
し
ろ
そ
こ
で
い
っ
そ
う
豊
か
に

展
開
さ
れ
た
。『
世
俗
の
時
代
』
こ
そ
、『
自
我
の
源
泉
』
の
終
わ
り
で
予
告
さ
れ
た
書
に
し
て
現
時
点
に
お
け
る
テ
イ
ラ
ー
最
大
の
主
著

で
あ
り
、
か
つ
て
の
『
ヘ
ー
ゲ
ル
』
か
ら
続
い
て
き
た
彼
の
哲
学
的
歴
史
研
究
の
集
大
成
と
呼
ぶ
べ
き
仕
事
で
あ
る
。

　
『
世
俗
の
時
代
』
が
取
り
組
ん
だ
の
は
、
西
洋
近
代
に
お
け
る
世
俗
性
の
生
成
過
程
を
辿
る
歴
史
の
語
り
直
し
で
あ
る
。
こ
の
仕
事
は
、

宗
教
社
会
学
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「
世
俗
化
論
」
の
一
つ
と
み
な
し
う
る
も
の
だ
が
、
人
々
の
「
生
き
ら
れ
た
経
験
」
や
「
社
会
的
想

像
」
に
生
じ
た
変
化
を
描
き
出
そ
う
と
す
る
そ
の
叙
述
は
、
た
ん
に
社
会
学
と
も
歴
史
学
と
も
、
は
た
ま
た
思
想
史
と
も
分
類
の
し
に
く

い
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
同
書
の
特
徴
は
、
テ
イ
ラ
ー
が
自
身
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
立
場
を
か
つ
て
な
く
明
確
に
示
し
た
と
い
う
と

こ
ろ
に
も
あ
る
。
こ
れ
は
い
わ
ば
歴
史
の
語
り
と
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
根
ざ
す
思
弁
と
が
渾
然
一
体
と
な
っ
て
相
互
に
形
成
し
あ
う
と
い
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っ
た
趣
の
テ
ク
ス
ト
で
あ
り
、
そ
の
込
み
入
っ
た
ス
タ
イ
ル
が
単
純
な
分
量
と
も
相
ま
っ
て
、
同
書
を
い
か
に
も
取
り
組
み
が
い
の
あ
る

も
の
に
し
て
い
る
。

2
．
本
書
の
位
置
づ
け

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
テ
イ
ラ
ー
の
宗
教
論
に
ど
の
よ
う
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
早
く
も
「
古
典
」
と
し
て
受
容
さ
れ

つ
つ
あ
る
『
世
俗
の
時
代
』
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
多
様
な
読
み
解
き
が
試
み
ら
れ
て
き
た
。
参
考
ま
で
に
、
同
書
に
つ
い
て
書

か
れ
た
批
評
や
応
答
を
調
査
し
た
フ
ロ
リ
ア
ン
・
ゼ
ミ
ン
に
よ
れ
ば
、
二
〇
〇
七
年
か
ら
二
〇
一
四
年
ま
で
に
英
語
圏
で
は
少
な
く
と
も

一
二
三
本
の
論
文
・
著
作
が
発
表
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
ご
と
に
見
る
と
、
ま
ず
神
学
分
野
か
ら
の
反
応
が
も
っ
と
も

多
く
、
次
い
で
哲
学
、
そ
の
あ
と
は
だ
い
ぶ
数
を
減
ら
し
て
、
社
会
学
、
歴
史
学
、
政
治
学
（
法
学
）、
人
類
学
、
宗
教
学
、
文
学
の
順

に
な
）
18
（

る
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
応
答
が
問
題
に
し
た
論
点
別
に
見
て
み
る
と
、『
世
俗
の
時
代
』
に
お
い
て
テ
イ
ラ
ー
が
用
い
た
特
定
の

概
念
や
用
語
に
関
す
る
考
察
が
も
っ
と
も
多
く
、
次
い
で
テ
イ
ラ
ー
自
身
の
規
範
的
意
図
（
彼
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
含
む
）
へ
の
関
心
が

高
い
。『
世
俗
の
時
代
』
の
刊
行
に
よ
っ
て
、
テ
イ
ラ
ー
は
今
日
の
宗
教
状
況
を
鋭
敏
に
捉
え
た
観
察
者
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
同
時
に

自
身
に
お
い
て
宗
教
的
な
性
格
を
も
つ
キ
リ
ス
ト
教
思
想
家
と
し
て
も
注
目
を
集
め
て
い
る
と
言
え
よ
）
19
（
う
。

　

他
方
、
日
本
の
状
況
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、
テ
イ
ラ
ー
の
宗
教
論
に
つ
い
て
論
じ
た
研
究
の
数
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
。
そ
の
代
わ

り
に
目
立
つ
の
は
、
政
治
学
・
政
治
哲
学
分
野
で
の
受
容
で
あ
る
。
初
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル
研
究
の
翻
訳
は
例
外
と
し
）
20
（
て
、
テ
イ
ラ
ー
の
思
想

（
17
）　Charles T

aylor, D
ilem

m
as and Connections: Selected E

ssays, Cam
bridge, M

assachusetts, London: T
he Belknap Press of H

ar-
vard U

niversity Press, 2011.

（
18
）　Florian Zem

m
in, 

“An A
nnotated Bibliography of Responses to A

 Secular A
ge,

” in Florian Zem
m
in et al. 

（eds.

）, W
orking w

ith 
a Secular A

ge: Interdisciplinary Perspectives on Charles T
aylor

’s M
aster N

arrative, Berlin: de Gruyter, 2016, pp. 383-419.
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が
日
本
語
圏
で
本
格
的
に
紹
介
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
九
〇
年
代
も
後
半
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
時
期
、
現

代
政
治
理
論
研
究
の
一
環
と
し
て
『
自
我
の
源
泉
』
を
は
じ
め
と
す
る
テ
イ
ラ
ー
の
諸
著
作
が
読
み
解
か
れ
、
た
と
え
ば
「
全
体
論
的
個

人
主
義
」
や
「
承
認
の
政
治
」
と
い
っ
た
キ
ー
ワ
ー
ド
を
中
心
に
、
彼
の
思
想
に
関
す
る
知
見
が
蓄
積
さ
れ
て
い
っ
）
21
（
た
。
政
治
学
分
野
で

の
受
容
が
進
む
に
つ
れ
、
テ
イ
ラ
ー
は
し
ば
し
ば
共
同
体
主
義
や
多
文
化
主
義
を
代
表
す
る
政
治
理
論
家
の
一
人
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ

う
に
な
）
22
（

る
。
そ
う
し
た
テ
イ
ラ
ー
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
今
日
す
で
に
広
く
定
着
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
論
じ
ら
れ

方
は
い
ず
れ
も
誤
り
で
は
な
い
の
だ
が
、
同
時
に
少
な
く
と
も
一
面
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
い
わ
ば
「
宗
教
抜
き
」
の
テ
イ
ラ
ー

理
解
が
『
世
俗
の
時
代
』
刊
行
以
後
も
さ
ほ
ど
挑
戦
を
受
け
ず
に
流
通
し
て
き
た
日
本
の
状
況
は
、
英
語
圏
で
の
議
論
状
況
と
比
べ
て
や

や
偏
っ
た
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
た
だ
し
、
政
治
学
的
な
研
究
視
角
か
ら
テ
イ
ラ
ー
の
宗
教
論
の
諸
論
点
や
そ
の
キ
リ
ス
ト
教
信

仰
の
内
実
に
肉
薄
し
た
高
田
宏
史
に
よ
る
先
駆
的
な
仕
）
23
（
事
は
、
本
研
究
に
と
っ
て
も
学
ぶ
と
こ
ろ
の
多
い
重
要
な
先
行
研
究
で
あ
る
。
さ

ら
に
最
近
で
は
、
二
〇
二
〇
年
に
『
世
俗
の
時
代
』
の
邦
訳
書
が
刊
行
さ
れ
た
の
を
契
機
に
、『
思
想
』
誌
に
お
い
て
も
関
連
す
る
特
集

が
組
ま
れ
る
な
）
24
（

ど
、
テ
イ
ラ
ー
の
宗
教
論
に
対
す
る
関
心
は
確
実
に
高
ま
り
つ
つ
あ
る
。

　

本
書
は
、
ま
さ
に
こ
の
高
ま
り
つ
つ
あ
る
関
心
に
対
応
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
問
題
の
『
世
俗
の
時
代
』
は
、「
宗
教
」（
ま
た
は
、
よ

り
特
定
す
れ
ば
「
キ
リ
ス
ト
教
」）
に
つ
い
て
主
題
的
に
論
じ
た
著
作
で
あ
り
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
は
同
時
に
著
者
自
身
の
実
存
を
規
定

す
る
信
仰
の
内
実
も
窺
わ
れ
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
読
み
解
く
際
に
私
た
ち
が
前
提
と
し
た
い
の
は
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー

を
い
わ
ば
「
宗
教
に
つ
い
て
論
じ
た
、
宗
教
的
な
思
想
家
」
と
し
て
二
層
的
に
捉
え
る
観
点
で
あ
る
。

　

本
書
の
研
究
は
、
こ
の
よ
う
に
「
宗
教
」
な
る
概
念
に
よ
っ
て
他
と
境
界
づ
け
ら
れ
た
主
題
領
域
に
取
り
組
む
点
で
、
広
い
意
味
に
お

い
て
ま
ず
は
「
宗
教
学
」
に
属
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
近
代
的
な
経
験
科
学
の
一
部
門
と
し
て
の
「
宗
教
学
」
が
、
基
本
的
に

は
「
神
学
」
と
の
差
異
化
に
よ
っ
て
自
己
を
特
徴
づ
け
て
き
た
点
に
は
十
分
な
注
意
が
必
要
で
あ
）
25
（

る
。「
宗
教
学
と
は
何
か
」
と
い
う
難

問
に
こ
こ
で
深
入
り
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
か
と
い
っ
て
こ
れ
は
本
書
の
試
み
に
と
っ
て
ま
っ
た
く
無
関
係
な
問
い
で
も
な
い
。

先
に
述
べ
た
と
お
り
、
テ
イ
ラ
ー
の
宗
教
論
は
、
そ
れ
自
体
一
種
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
と
し
て
読
ま
れ
う
る
。
す
る
と
、
彼
の
仕
事
は
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（
19
）　

近
年
刊
行
さ
れ
た
テ
イ
ラ
ー
関
連
の
論
集
の
ほ
と
ん
ど
が
、
こ
う
し
た
関
心
を
何
ら
か
の
仕
方
で
反
映
し
た
も
の
と
い
え
る
が
、
こ
こ
で
は
と
り
わ

け
顕
著
な
も
の
と
し
て
次
の
二
点
を
挙
げ
て
お
く
。Carlos D

. Colorado and Justin D
. K

lassen eds., A
spiring to Fullness in a Secular 

A
ge: E

ssays on R
eligion and T

heology in the W
orks of Charles T

aylor, N
otre D

am
e, Indiana: U

niversity of N
otre D

am
e Press, 

2014. Collin H
ansen ed., O

ur Secular A
ge: T

en Y
ears of R

eading and A
pplying Charles T

aylor, D
eerfield, Illinois: T

he Gospel 
Coalition, 2017.

（
20
）　H

egel and M
odern Society 

（1979

）
の
日
本
語
訳
は
、
同
書
の
英
語
以
外
の
言
語
へ
の
翻
訳
の
な
か
で
も
最
初
の
も
の
だ
っ
た
。
驚
く
べ
き
こ

と
に
、
岩
波
書
店
か
ら
『
ヘ
ー
ゲ
ル
と
近
代
社
会
』（
渡
辺
義
雄
訳
）
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
、
じ
つ
に
原
著
刊
行
の
二
年
後
で
あ
っ
た
。

（
21
）　

こ
の
分
野
に
お
け
る
と
く
に
重
要
と
思
わ
れ
る
テ
イ
ラ
ー
研
究
の
文
献
と
し
て
以
下
の
も
の
を
挙
げ
て
お
く
。
田
中
智
彦
「
両
義
性
の
政
治
学

―

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
の
政
治
思
想
（
1
）、（
2
）」『
早
稲
田
政
治
公
法
研
究
』
第
五
三
号
、
一
九
九
六
年
、
二
九
三
―
三
二
三
頁
お
よ
び
同
誌
第

五
五
号
、
一
九
九
七
年
、
二
一
三
―
二
四
四
頁
。
中
野
剛
充
『
テ
イ
ラ
ー
の
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム

―
自
己
・
共
同
体
・
近
代
』
勁
草
書
房
、
二

〇
〇
七
年
。

（
22
）　

も
っ
と
も
、
こ
れ
は
日
本
に
特
有
の
偏
っ
た
理
解
と
は
言
え
な
い
。
い
わ
ゆ
る
「
リ
ベ
ラ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
論
争
」
に
関
す
る
ム
ル
ホ
ー
ル

と
ス
ウ
ィ
フ
ト
の
整
理
に
お
い
て
も
、
テ
イ
ラ
ー
は
マ
イ
ケ
ル
・
サ
ン
デ
ル
、
ア
ラ
ス
デ
ア
・
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
、
マ
イ
ケ
ル
・
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
と
並

ぶ
代
表
的
な
「
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
」
の
理
論
家
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
（Stephen M

ulhall and A
dam

 Sw
ift, Liberals and Com

m
uni-

tarians, Revised Edition, Blackw
ell Publishing, 1996.

谷
澤
正
嗣
・
飯
島
昇
藏
訳
『
リ
ベ
ラ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
論
争
』
勁
草
書
房
、
二

〇
〇
七
年
）。

（
23
）　

高
田
は
、
①
テ
イ
ラ
ー
の
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
が
そ
の
政
治
理
論
の
な
か
に
な
ぜ
明
示
的
に
導
入
さ
れ
た
の
か
、
②
テ
イ
ラ
ー
の
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
は
ど
の

よ
う
な
内
容
を
有
し
て
い
る
の
か
、
③
テ
イ
ラ
ー
の
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
と
政
治
理
論
と
は
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
、
④
テ
イ
ラ
ー
の
カ
ト
リ
ッ
ク
的

多
元
主
義
は
現
代
の
政
治
理
論
に
お
い
て
い
か
な
る
意
義
を
有
す
る
の
か
、
と
い
っ
た
課
題
に
取
り
組
ん
だ
（
高
田
宏
史
『
世
俗
と
宗
教
の
あ
い
だ

―
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
の
政
治
理
論
』
風
光
社
、
二
〇
一
一
年
、
二
六
九
頁
）。
た
だ
し
、
高
田
の
主
要
な
関
心
は
、
テ
イ
ラ
ー
の
思
想
を

「
現
代
政
治
理
論
へ
の
貢
献
」
と
し
て
読
み
解
き
、
そ
の
理
論
的
妥
当
性
な
い
し
有
用
性
を
評
価
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。「
宗
教
」
は
世
俗
主
義
を
論
じ

る
文
脈
で
直
接
の
政
治
学
的
対
象
と
な
る
と
同
時
に
、「
多
元
主
義
」
を
基
調
と
す
る
テ
イ
ラ
ー
の
政
治
思
想
の
背
景
を
説
明
す
る
重
要
な
要
素
で
も

あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
考
察
は
も
っ
ぱ
ら
手
段
で
あ
っ
て
目
的
で
は
な
い
。
上
記
課
題
②
に
お
い
て
高
田
は
テ
イ
ラ
ー
の
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
内
実

に
取
り
組
ん
で
い
る
が
、
こ
の
解
明
は
、
さ
ら
に
い
っ
そ
う
の
重
要
性
を
見
込
ま
れ
た
政
治
学
的
課
題
に
奉
仕
す
る
た
め
の
予
備
的
位
置
づ
け
の
も
の

と
見
え
る
。
こ
の
点
で
、
宗
教
に
関
す
る
テ
イ
ラ
ー
の
態
度
そ
の
も
の
に
狙
い
を
定
め
る
私
た
ち
の
宗
教
学
的
な
関
心
は
高
田
の
そ
れ
と
は
区
別
さ
れ

て
い
る
。
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「
宗
教
学
」
と
い
う
よ
り
は
「
神
学
」
に
属
す
る
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
か
。
私
た
ち
は
テ
イ
ラ
ー
の
テ
ク
ス
ト
に
導
か
れ
た
先
で
、
最
終

的
に
こ
う
し
た
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
の
境
界
そ
の
も
の
を
反
省
的
に
問
い
直
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
テ
イ
ラ
ー
の
宗
教
論
を
読
み
解
く
こ
と

は
、「
宗
教
」
に
つ
い
て
語
る
学
問
自
身
の
世
俗
的
な
身
分
に
つ
い
て
も
批
判
的
思
考
を
及
ば
せ
る
こ
と
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
本
書
の

こ
う
し
た
取
り
組
み
そ
の
も
の
は
、
全
体
と
し
て
は
神
学
よ
り
も
、
や
は
り
宗
教
学
へ
の
理
論
的
貢
献
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
て
、
本
書
で
探
求
さ
れ
る
の
は
以
下
の
よ
う
な
問
い
で
あ
る
。
西
洋
近
代
の
「
世
俗
化
」
に
関
す
る
テ
イ
ラ
ー
の
見
解
は
、
宗

教
学
／
宗
教
社
会
学
に
お
け
る
世
俗
化
論
の
蓄
積
の
な
か
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
。
今
日
の
世
俗
性
と
宗
教
的
な
過
去
と

の
連
続
性
を
強
調
す
る
『
世
俗
の
時
代
』
の
主
張
に
は
、
ど
の
よ
う
な
規
範
的
側
面
が
あ
る
の
か
。
カ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
テ
イ
ラ
ー
の
信

仰
者
と
し
て
の
立
場
に
は
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
の
か
、
ま
た
彼
が
取
り
組
ん
で
き
た
多
様
な
哲
学
的
論
点
と
そ
の
信
仰
と
は
ど
の
よ

う
な
関
係
に
あ
る
の
か
。
テ
イ
ラ
ー
の
思
想
か
ら
、
宗
教
学
の
方
法
論
は
ど
の
よ
う
な
示
唆
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
テ
イ
ラ
ー
の

宗
教
論
は
、
宗
教
に
つ
い
て
論
じ
た
同
時
代
の
他
の
思
想
的
言
説
と
ど
の
よ
う
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
の
か
。

3
．
本
書
の
構
成

　

本
書
は
大
き
く
三
つ
の
部
分
か
ら
な
る
。
第
Ⅰ
部
に
お
い
て
私
た
ち
は
ま
ず
『
世
俗
の
時
代
』
本
文
の
内
在
的
読
解
を
行
う
。
第
一
章

で
は
、
同
書
の
ま
え
が
き
に
あ
る
言
葉

―
「
私
は
近
代
西
洋
の
「
世
俗
化
」
と
通
常
呼
ば
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、
一
つ
の
物
語
を
語
ろ

う
と
し
て
い
る
」（SA

, ix

）

―
に
導
か
れ
つ
つ
、
そ
の
「
物
語
」
を
、
宗
教
社
会
学
に
お
い
て
分
厚
い
議
論
蓄
積
の
あ
る
、
い
わ
ゆ
る

「
世
俗
化
論
」
と
の
関
連
で
読
み
解
い
て
い
く
。
テ
イ
ラ
ー
は
、『
世
俗
の
時
代
』
に
お
い
て
、
今
日
の
主
流
な
「
世
俗
化
論
」
に
対
抗
し
、

ま
た
そ
れ
に
取
っ
て
代
わ
る
べ
き
新
し
い
「
物
語
」
を
語
っ
た
。
こ
こ
で
は
そ
の
主
だ
っ
た
あ
ら
す
じ
を
一
通
り
摑
ん
だ
上
で
、
そ
こ
か

ら
「
世
俗
化
」
を
め
ぐ
る
今
日
の
議
論
状
況
に
ど
の
よ
う
な
示
唆
と
視
座
の
転
換
が
も
た
ら
さ
れ
る
か
を
検
討
す
る
。
こ
の
第
一
章
の
議

論
は
、
お
お
む
ね
『
世
俗
の
時
代
』
の
第
一
部
か
ら
第
四
部
ま
で
の
記
述
に
対
応
し
て
い
る
。
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続
く
第
二
章
で
は
、
そ
の
よ
う
な
新
し
い
「
世
俗
化
」
の
物
語
を
語
っ
た
テ
イ
ラ
ー
の
規
範
的
な
意
図
が
問
題
に
さ
れ
る
。
こ
こ
で
の

読
み
解
き
は
、『
世
俗
の
時
代
』
の
第
五
部
の
う
ち
最
終
章
を
除
く
部
分
を
対
象
と
し
、
テ
イ
ラ
ー
自
身
に
つ
い
て
い
わ
ば
彼
の
「
一
階

の
」
確
信
を
基
礎
づ
け
る
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
、
そ
れ
に
対
し
て
い
わ
ば
「
メ
タ
」
な
上
階
の
部
分
を
な
す
、
リ
ベ
ラ
ル
で
多
元
主
義
的

な
彼
の
政
治
的
主
張
と
を
区
別
す
る
。
そ
う
し
た
上
で
、『
世
俗
の
時
代
』
の
議
論
が
全
体
と
し
て
奉
仕
す
る
も
の
が
こ
の
う
ち
の
後
者

で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
テ
イ
ラ
ー
は
自
身
に
お
い
て
宗
教
的
な
思
想
家
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
信
仰
は
、
こ
の
メ
タ
な
政

治
的
反
省
性
と
の
緊
張
に
お
い
て
よ
う
や
く
現
実
的
な
も
の
と
し
て
生
き
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

　

し
か
し
、
第
Ⅰ
部
の
最
後
と
な
る
第
三
章
で
は
一
転
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
テ
イ
ラ
ー
の
「
一
階
の
」
信
仰
の
方
に
関
心
を
向
け
る
。
第
二

章
で
は
扱
う
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
『
世
俗
の
時
代
』
最
終
章
「
回
心
（conversions

）」
は
、
ま
さ
し
く
テ
イ
ラ
ー
自
身
の
一
人
称
的

な
信
仰
告
白
に
も
似
た
性
格
を
も
つ
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
じ
つ
の
と
こ
ろ
、
私
た
ち
が
先
に
述
べ
た
よ
う
な
宗
教
学
的
関
心
か
ら
出
発
す

る
の
は
、
と
り
わ
け
こ
の
最
終
章
の
議
論
を
そ
れ
自
体
重
要
な
も
の
と
し
て
読
み
込
む
た
め
で
あ
る
。
テ
イ
ラ
ー
は
、
私
た
ち
が
第
二
章

で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
な
政
治
的
配
慮
を
前
提
と
し
つ
つ
も
、
な
お
信
仰
に
基
づ
く
彼
自
身
の
理
由
、
神
学
的
と
言
っ
て
差
し
支
え
な
い

よ
う
な
そ
の
希
望
を
こ
こ
で
率
直
に
明
確
化
し
て
い
る
。
彼
は
そ
こ
で
自
ら
の
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
の
立
場
か
ら
何
ご
と
か
を
語
っ
た
。
あ

る
思
想
が
政
治
的
に
適
切
か
不
適
切
か
と
い
う
問
い
は
、
も
ち
ろ
ん
い
つ
で
も
問
わ
れ
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
問

い
に
行
き
届
い
た
回
答
を
与
え
る
た
め
に
も
、
ま
ず
は
そ
の
思
想
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
の
う
ち
、
見
た
と
こ
ろ
政
治
的
な
も
の
に
対
し

（
24
）　
『
思
想
』
一
一
七
三
号
、
岩
波
書
店
、
二
〇
二
二
年
。

（
25
）　

近
代
宗
教
学
の
成
立
や
、
神
学
と
区
別
さ
れ
た
「
客
観
的
」
で
「
価
値
中
立
」
な
学
問
と
し
て
の
基
本
性
格
に
つ
い
て
は
、
田
丸
徳
善
「
宗
教
学
の

歴
史
と
課
題
」（『
講
座
宗
教
学
（
1
）

―
宗
教
理
解
へ
の
道
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
七
年
所
収
）
や
、
脇
本
平
也
『
宗
教
学
入
門
』（
講
談

社
学
術
文
庫
、
一
九
九
七
年
）
等
を
参
照
。
ま
た
、
よ
り
近
年
の
動
向
と
し
て
、「
宗
教
」
概
念
の
脱
自
明
化
に
伴
う
「
宗
教
学
」
の
自
己
理
解
の
揺

ら
ぎ
や
、
そ
の
方
法
論
的
課
題
等
に
つ
い
て
は
、
深
澤
英
隆
『
啓
蒙
と
霊
性

―
近
代
宗
教
言
説
の
生
成
と
変
容
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）
を

参
照
。
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て
異
質
で
あ
る
よ
う
な
諸
要
素
の
解
明
を
怠
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
私
た
ち
は
こ
れ
を
、
一
方
に
お
け
る
彼
の
政
治
的
主
張
と
の
安

易
に
解
消
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
緊
張
に
お
い
て
、
し
か
し
同
時
に
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
、
い
わ
ば
今
日
に
お
け
る
宗
教
思
想
の
形

式
化
と
提
示
に
関
す
る
興
味
深
い
あ
り
よ
う
の
一
例
と
し
て
、
検
討
す
る
。
結
果
と
し
て
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
彼
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰

の
う
ち
で
「
受
肉
」
と
「
交
わ
り
」
の
観
念
が
占
め
る
中
心
的
意
義
で
あ
る
。

　

第
Ⅰ
部
で
『
世
俗
の
時
代
』
に
つ
い
て
一
通
り
の
読
解
を
終
え
た
の
ち
、
続
く
第
Ⅱ
部
に
お
い
て
は
、
同
書
か
ら
い
く
つ
か
の
論
点
を

派
生
さ
せ
、
テ
イ
ラ
ー
の
思
想
を
構
成
す
る
多
様
な
側
面
を
い
っ
そ
う
発
展
的
な
仕
方
で
相
互
に
結
び
つ
け
る
こ
と
を
試
み
る
。
テ
イ

ラ
ー
は
『
世
俗
の
時
代
』
の
後
も
、
現
在
ま
で
に
い
く
つ
か
の
著
作
を
発
表
し
て
い
る
。「
宗
教
的
転
回
以
後
」
と
い
う
括
り
で
テ
イ

ラ
ー
の
思
想
に
接
近
す
る
私
た
ち
は
、
こ
れ
ら
の
新
し
い
著
作
群
に
対
し
て
も
注
意
を
払
お
う
。
そ
こ
で
集
中
的
に
論
じ
ら
れ
た
の
は
、

大
ま
か
に
、
認
識
、
政
治
、
言
語
と
い
う
三
つ
の
主
題
に
関
わ
る
こ
と
が
ら
で
あ
っ
た
。

　

第
Ⅱ
部
の
は
じ
め
に
く
る
第
四
章
で
は
、
二
〇
一
五
年
に
刊
行
さ
れ
た
ヒ
ュ
ー
バ
ー
ト
・
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
と
の
共
著
『
実
在
論
を
立
て

直
す
』
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
テ
イ
ラ
ー
の
認
識
論
批
判
を
、『
世
俗
の
時
代
』
の
宗
教
史
と
の
関
連
で
読
み
解
く
。
後
者
に
お
け
る
テ

イ
ラ
ー
の
歴
史
的
説
明
は
、
彼
の
「
受
肉
」
の
信
仰
と
も
呼
応
し
て
い
る
。
テ
イ
ラ
ー
は
近
代
を
特
徴
づ
け
る
「
脱
魔
術
化
的
還
元
」
の

動
向
に
一
部
対
抗
し
つ
つ
、
人
間
の
生
に
と
っ
て
身
体
性
が
も
つ
重
要
性
を
強
調
す
る
。
他
方
、
こ
れ
と
平
行
関
係
に
あ
る
の
は
、
近
代

の
認
識
論
に
お
け
る
心
身
二
元
論
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
「
内
と
外
」
の
区
別
を
克
服
し
、
も
っ
て
身
体
的
従
事
の
感
覚
に
立
ち
返
ろ

う
と
す
る
『
実
在
論
を
立
て
直
す
』
で
の
議
論
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
独
立
し
た
議
論
と
い
う
よ
り
も
、
互
い
に
協
力
し
て
一
つ
の
主
題
を

明
確
化
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
の
認
識
論
的
主
題
に
立
ち
入
る
こ
と
で
、「
受
肉
」
と
「
交
わ
り
」
の
観
念
を
中
心
に
テ
イ
ラ
ー
思

想
を
特
徴
づ
け
た
私
た
ち
の
第
三
章
の
議
論
に
つ
い
て
、
そ
の
さ
ら
な
る
傍
証
が
得
ら
れ
る
。

　

第
五
章
で
は
「
世
俗
主
義
の
再
定
義
」
を
め
ぐ
る
テ
イ
ラ
ー
の
主
張
、
お
よ
び
こ
の
主
題
に
関
し
て
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
や
ジ

ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
ら
と
の
あ
い
だ
で
彼
が
行
っ
た
対
論
の
様
子
を
検
討
す
る
。
こ
こ
で
の
テ
イ
ラ
ー
の
政
治
的
主
張
を
理
解
す
る
に

あ
た
っ
て
は
、
そ
の
背
景
を
な
す
『
世
俗
の
時
代
』
の
テ
ク
ス
ト
へ
の
参
照
を
欠
か
せ
な
い
。「
翻
訳
」
の
観
念
を
め
ぐ
っ
て
露
呈
し
た
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ハ
ー
バ
ー
マ
ス
や
バ
ト
ラ
ー
と
の
差
異
を
理
解
す
る
上
で
も
、『
世
俗
の
時
代
』
で
示
さ
れ
た
こ
と
、
と
く
に
彼
自
身
の
信
仰
に
関
わ
る

こ
と
が
ら
は
き
わ
め
て
大
き
な
重
要
性
を
も
つ
。
他
の
論
者
と
の
対
論
を
通
じ
て
明
確
化
さ
れ
て
く
る
の
は
、
テ
イ
ラ
ー
の
多
元
主
義
的

な
政
治
思
想
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
を
根
拠
づ
け
る
彼
自
身
の
信
仰
上
の
理
由
で
も
あ
る
。

　

こ
の
「
翻
訳
」
を
め
ぐ
る
討
議
に
よ
っ
て
、
言
語
論
の
検
討
が
促
さ
れ
て
く
る
。
私
た
ち
は
第
六
章
で
こ
れ
に
取
り
組
む
。
二
〇
一
六

年
の
『
言
語
動
物
』
は
、
そ
の
表
題
の
と
お
り
、
人
間
の
言
語
能
力
に
関
す
る
内
容
豊
か
な
著
作
で
あ
る
。
同
書
で
、
テ
イ
ラ
ー
は
構
成

的
で
表
現
的
な
言
語
の
力
を
強
調
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
論
点
は
『
自
我
の
源
泉
』
や
『
世
俗
の
時
代
』
に
お
い
て
部
分
的
に
先

取
り
さ
れ
て
い
た
。
多
数
の
著
作
に
ま
た
が
り
な
が
ら
、
し
か
し
同
一
の
方
角
に
向
け
て
深
め
ら
れ
て
き
た
言
語
を
め
ぐ
る
テ
イ
ラ
ー
の

思
索
は
、
彼
の
宗
教
へ
の
関
心
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
テ
イ
ラ
ー
に
と
り
、
今
日
の
「
世
俗
の
時
代
」
に
お
い
て
も
な
お
私
た
ち
が
超
越

性
や
普
遍
性
に
対
し
て
開
か
れ
る
こ
と
の
可
能
性
は
、「
よ
り
繊
細
な
言
語
」
が
象
る
も
の
に
個
と
し
て
共
鳴
す
る
こ
と
に
か
か
っ
て
い
る
。

　

第
Ⅲ
部
で
は
、
以
上
の
内
在
的
読
解
か
ら
得
ら
れ
た
成
果
を
、
い
っ
そ
う
広
い
文
脈
に
位
置
づ
け
る
こ
と
を
試
み
よ
う
。
テ
イ
ラ
ー
の

宗
教
論
は
、
宗
教
に
関
わ
る
学
問
を
と
り
ま
く
今
日
的
状
況
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
義
や
イ
ン
パ
ク
ト
を
も
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ

う
か
。
そ
れ
を
理
解
し
た
と
し
て
、
そ
の
と
き
私
た
ち
は
ど
の
よ
う
な
地
点
に
立
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
問
い
に
よ
っ
て
促

さ
れ
る
「
評
価
」
と
い
う
課
題
を
、
私
た
ち
は
テ
イ
ラ
ー
の
宗
教
論
で
言
わ
れ
た
こ
と
の
真
理
性
や
善
悪
に
関
わ
る
本
質
的
な
判
断
、
い

わ
ば
「
強
い
評
価
」
と
し
て
は
実
行
で
き
な
い
。
そ
の
代
わ
り
に
、
こ
の
「
意
義
」
や
「
イ
ン
パ
ク
ト
」
に
関
す
る
問
い
は
次
の
よ
う
な

問
い
と
し
て
再
提
起
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
テ
イ
ラ
ー
の
宗
教
論
の
形
式
面
を
特
徴
づ
け
る
そ
の
「
方
法
」
は
、
宗
教
に
関
す
る
学
問
的

研
究
に
と
っ
て
ど
れ
ほ
ど
発
見
的
ま
た
は
使
用
的
な
価
値
を
も
つ
の
か
、
と
い
う
問
い
と
し
て
。

　

前
章
ま
で
の
議
論
を
な
か
ば
引
き
継
ぎ
つ
つ
、
第
七
章
で
は
テ
イ
ラ
ー
の
宗
教
論
の
「
方
法
」
に
必
然
性
を
与
え
て
い
る
彼
の
哲
学
的

諸
論
点
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
彼
の
方
法
の
基
本
的
な
性
格
を
明
確
化
す
る
。
テ
イ
ラ
ー
の
宗
教
論
に
見
ら
れ
る
歴
史
主
義
的
な
方
法

は
、
し
ば
し
ば
ニ
ー
チ
ェ
的
な
「
系
譜
学
」
と
の
近
接
性
を
指
摘
さ
れ
る
が
、
私
た
ち
は
テ
イ
ラ
ー
の
歴
史
主
義
の
真
の
意
図
が
、
価
値

や
基
準
の
歴
史
相
対
主
義
的
解
体
と
い
う
よ
り
は
、
そ
の
起
源
と
成
立
過
程
の
解
明
を
通
じ
た
「
肯
定
」
の
方
に
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
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ま
た
、
こ
こ
で
は
テ
イ
ラ
ー
の
解
釈
学
的
な
い
し
言
語
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
、
彼
の
長
年
の
論
争
相
手
で
あ
っ
た
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ロ
ー
テ

ィ
の
戦
略
と
は
ま
っ
た
く
趣
向
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
も
同
時
に
明
ら
か
に
な
る
。
結
論
と
し
て
、
こ
と
宗
教
に
つ
い
て
学
問

的
に
研
究
す
る
と
し
た
場
合
、
そ
の
よ
う
な
一
種
の
「
対
処
実
践
」
に
お
い
て
は
、
ロ
ー
テ
ィ
的
な
「
ミ
ニ
マ
リ
ス
ト
」
で
あ
る
よ
り
も
、

テ
イ
ラ
ー
的
な
「
マ
キ
シ
マ
リ
ス
ト
」
で
あ
る
よ
う
心
が
け
た
方
が
益
が
多
い
こ
と
を
主
張
す
る
。

　

最
後
の
第
八
章
で
は
、「
ポ
ス
ト
世
俗
」
と
い
う
標
語
の
下
に
括
ら
れ
る
近
年
の
流
行
思
想
と
の
関
連
で
、
テ
イ
ラ
ー
の
宗
教
論
の
応

用
的
な
可
能
性
を
探
求
す
る
。
こ
の
曖
昧
な
用
語
が
も
つ
複
合
的
な
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
や
そ
の
論
争
性
を
概
観
し
つ
つ
、
テ
イ
ラ
ー
の
思

想
か
ら
ど
の
よ
う
な
「
ポ
ス
ト
世
俗
」
の
理
解
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
そ
の
展
望
を
示
そ
う
。
元
来
多
義
的
な
こ
の
語
に
つ
い
て
理

解
を
深
め
る
に
は
、
一
つ
に
は
本
書
で
明
ら
か
に
し
て
き
た
テ
イ
ラ
ー
の
言
語
論
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
有
効
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、
問
題

の
語
を
一
元
的
に
定
義
し
え
な
い
と
い
う
一
事
を
も
っ
て
、
そ
の
語
の
使
用
が
開
示
す
る
か
も
し
れ
な
い
も
の
を
た
ん
に
意
味
な
し
と
は

し
な
い
。
テ
イ
ラ
ー
に
従
う
な
ら
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
言
葉
の
多
義
性
、
詩
的
な
音
感
の
豊
か
さ
に
対
し
て
積
極
的
に
自
己
を
開
き
、

「
言
葉
が
語
る
」
の
を
聴
く
と
い
う
方
針
を
と
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
テ
イ
ラ
ー
に
即
し
て
展
望
さ
れ
る
「
ポ
ス
ト
世
俗
」
の
学
問
に
お

い
て
は
、
こ
う
し
た
「
よ
り
繊
細
な
」
言
語
感
覚
を
携
え
て
現
実
に
従
事
す
る
こ
と
が
必
須
の
要
件
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

以
上
の
議
論
の
全
体
を
通
じ
て
、
私
た
ち
は
テ
イ
ラ
ー
の
一
連
の
仕
事
を
、
宗
教
に
つ
い
て
の
思
想
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
自
体
と

し
て
宗
教
的
で
あ
る
よ
う
な
思
想
と
し
て
理
解
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
に
言
う
と
し
て
も
、
私
た
ち
の
解
釈
学
は
、
テ
イ
ラ
ー
に
関

す
る
最
終
的
か
つ
決
定
的
な
理
解
を
提
起
す
る
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
本
研
究
は
、
も
っ
ぱ
ら
自
ら
の
限
界
づ
け
ら
れ
た
関
心
と
視
野

に
よ
っ
て
捉
え
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
に
つ
い
て
、
現
時
点
で
可
能
な
「
最
善
の
説
明
」
を
与
え
よ
う
と
試
み
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
解

釈
は
、
同
一
の
テ
ク
ス
ト
を
根
拠
と
し
て
い
つ
で
も
争
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
、
よ
り
良
い
説
明
に
よ
っ
て
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
潜
在
的
な

可
能
性
に
対
し
て
つ
ね
に
開
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
留
保
の
つ
け
方
が
ど
こ
か
テ
イ
ラ
ー
的
だ
と
す
れ
ば
、
本
書
が
取
り
組
む
の
は
、

テ
イ
ラ
ー
に
つ
い
て
の
研
究
で
あ
る
と
同
時
に
、
こ
う
言
っ
て
よ
け
れ
ば
、
そ
れ
自
体
テ
イ
ラ
ー
的
で
あ
る
よ
う
な
研
究
で
あ
る
。


