
は
じ
め
に

　

人
類
の
歴
史
が
始
ま
っ
て
か
ら
、
宗
教
は
つ
ね
に
重
要
な
営
み
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
。
民
族
誌
学
や
考
古
学
で
実

在
が
確
認
さ
れ
て
い
る
文
化
に
は
、
形
は
ど
う
あ
れ
か
な
ら
ず
宗
教
が
存
在
し
て
い
る
。
数
世
紀
前
か
ら
は
、
宗

教
と
一
線
を
画
す
世
俗
社
会
が
世
界
の
主
流
と
な
っ
て
き
た
が
、
そ
れ
で
も
信
仰
心
が
あ
る
と
自
負
す
る
人
び
と

が
、
宗
教
の
儀
式
を
積
極
的
に
行
な
っ
て
い
る
。
宗
教
と
い
っ
て
も
、
形
式
、
流
儀
、
規
模
は
い
ろ
い
ろ
だ
。
カ

リ
ス
マ
指
導
者
と
数
百
人
程
度
の
信
奉
者
が
つ
く
る
小
さ
な
カ
ル
ト
も
あ
れ
ば
、
世
界
中
に
何
千
万
人
、
何
億
人

と
信
者
が
い
て
、
国
ご
と
に
拠
点
を
持
つ
よ
う
な
組
織
も
あ
る
。
仏
教
の
よ
う
に
、
救
済
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
自

分
し
だ
い
と
い
う
個
人
主
義
的
な
立
場
の
宗
教
も
あ
れ
ば
、
も
っ
と
古
い
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
宗
教）

（
（

の
よ
う
に
、
集
団

が
一
連
の
儀
式
を
遂
行
す
る
こ
と
が
救
済
に
つ
な
が
る
と
考
え
る
も
の
も
あ
る
。
ま
た
ユ
ダ
ヤ
教
の
よ
う
に
、
明

・
本
文
中
の
〔　
　

〕
は
訳
者
に
よ
る
補
足
を
示
す
。

13

はじめに

は
じ
め
に

　

人
類
の
歴
史
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と
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だ
っ
た
。
民
族
誌
学
や
考
古
学
で
実

在
が
確
認
さ
れ
て
い
る
文
化
に
は
、
形
は
ど
う
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れ
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な
ら
ず
宗
教
が
存
在
し
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前
か
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と
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を
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世
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世
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と
な
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き
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が
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も
信
仰
心
が
あ
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と
自
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す
る
人
び
と

が
、
宗
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の
儀
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を
積
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的
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な
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い
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。
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教
と
い
っ
て
も
、
形
式
、
流
儀
、
規
模
は
い
ろ
い
ろ
だ
。
カ

リ
ス
マ
指
導
者
と
数
百
人
程
度
の
信
奉
者
が
つ
く
る
小
さ
な
カ
ル
ト
も
あ
れ
ば
、
世
界
中
に
何
千
万
人
、
何
億
人

と
信
者
が
い
て
、
国
ご
と
に
拠
点
を
持
つ
よ
う
な
組
織
も
あ
る
。
仏
教
の
よ
う
に
、
救
済
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
自

分
し
だ
い
と
い
う
個
人
主
義
的
な
立
場
の
宗
教
も
あ
れ
ば
、
も
っ
と
古
い
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
宗
教）

（
（

の
よ
う
に
、
集
団

が
一
連
の
儀
式
を
遂
行
す
る
こ
と
が
救
済
に
つ
な
が
る
と
考
え
る
も
の
も
あ
る
。
ま
た
ユ
ダ
ヤ
教
の
よ
う
に
、
明
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確
な
死
後
の
概
念
を
持
た
な
い
宗
教
も
わ
ず
か
に
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
と
イ
ス
ラ
ム
教
は
全
能
の
唯
一
神）

（
（

を
信
奉

す
る
が
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
や
神
道
は
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
神
々
を
一
堂
に
ま
つ
る
。
仏
教
の
よ
う
に
、
少
な
く
と
も

正
式
に
は
い
か
な
る
神
も
信
じ
な
い
宗
教
も
少
し
は
存
在
す
る
（
た
だ
し
仏
教
の
ほ
と
ん
ど
の
宗
派
で
は
迷
え
る

凡
夫
に
配
慮
し
て
、
菩
薩）

（
（

と
い
う
仏
に
準
じ
る
存
在
を
拝
む
こ
と
を
認
め
て
い
る
）。

　

他
者
と
関
わ
り
な
が
ら
道
徳
的
に
生
き
る
こ
と
が
正
し
い
道
だ
と
い
う
考
え
は
広
く
見
ら
れ
る
。
い
っ
ぽ
う
で

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
や
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
一
部
の
禁
欲
主
義
者
は
、
虚
飾
を
す
べ
て
捨
て
さ
り
、
衣
服
さ
え
も
排
除
し
な

い
と
救
済
は
得
ら
れ
な
い
と
信
じ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
に
お
い
て
も
、
ロ
ー
マ
帝
国
時
代
終
盤
の
エ
ジ

プ
ト
に
出
現
し
た
ア
ダ
ム
派
は
、
全
裸
で
儀
式
を
行
な
っ
た
と
い
う）

（
（

。
ロ
シ
ア
に
は
そ
の
名
も
去
勢
教
と
い
う
さ

ら
に
過
激
な
一
派
が
あ
っ
て）

（
（

、
エ
デ
ン
の
園
時
代
の
ア
ダ
ム
と
イ
ヴ
本
来
の
状
態
を
回
復
す
る
と
称
し
て
、
女
性

の
乳
房
と
性
器
、
男
性
の
陰
茎
と
睾こ

う

丸が
ん

を
熱
し
た
鉄
ご
て
で
焼
き
き
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
宗
教
は
驚
く
ほ
ど

多
様
で
あ
り
、
一
見
す
る
と
支
離
滅
裂
だ
。
創
意
と
想
像
力
の
許
す
か
ぎ
り
何
で
も
あ
り
で
、
部
外
者
か
ら
す
る

と
全
体
を
貫
く
主
題
が
あ
る
よ
う
に
も
思
え
な
い
。

　

も
ち
ろ
ん
宗
教
は
近
代
に
始
ま
っ
た
現
象
で
は
な
い
。
人
間
は
は
る
か
昔
か
ら
、
死
後
に
生
き
る
世
界
が
あ
る

と
信
じ
て
い
た
よ
う
だ
。
死
後
に
使
う
副
葬
品
を
墓
に
入
れ
る
習
慣
は
、
お
よ
そ
四
万
年
前
か
ら
少
し
ず
つ
定
着

し
て
い
っ
た
。
な
か
で
も
目
を
見
張
る
の
が
、
ロ
シ
ア
は
モ
ス
ク
ワ
の
東
に
あ
る
約
三
万
四
〇
〇
〇
年
前
の
ス
ン

ギ
ー
ル
遺
跡
だ
。
ク
リ
ャ
ー
ジ
マ
川
に
面
す
る
小
さ
な
土
塁
の
近
く
に
、
墓
が
集
ま
っ
た
場
所
が
あ
る
。
そ
の
な

か
に
は
一
〇
～
一
二
歳
の
二
人
の
子
ど
も
を
、
頭
を
く
っ
つ
け
る
よ
う
に
し
て
い
っ
し
ょ
に
埋
葬
し
た
墓
が
あ
る
。
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こ
の
時
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
フ
リ
カ
に
多
く
見
ら
れ
た
墓
と
同
様
、
こ
の
墓
も
ひ
と
き
わ
手
の
こ
ん
だ
豪
華
な

埋
葬
が
さ
れ
て
お
り
、
二
人
が
こ
れ
か
ら
も
別
の
世
界
で
生
き
つ
づ
け
る
と
信
じ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

こ
の
時
代
の
埋
葬
に
よ
く
見
ら
れ
る
特
徴
と
し
て
、
子
ど
も
の
骨
は
真
っ
赤
に
染
ま
っ
て
い
る
。
レ
ッ
ド
・
オ

ー
カ
ー
を
身
体
に
た
っ
ぷ
り
振
り
か
け
て
あ
る
の
だ
。
レ
ッ
ド
・
オ
ー
カ
ー
は
赤
鉄
鉱
を
含
む
岩
石
か
ら
つ
く
ら

れ
る
顔
料
だ
が
、
細
か
く
す
り
つ
ぶ
す
の
は
た
い
へ
ん
な
労
力
だ
。
そ
れ
で
も
、
死
後
の
遺
体
に
重
大
な
役
割
を

果
た
す
と
思
わ
れ
て
い
た
か
ら
、
手
間
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
骨
の
上
に
は
、
マ
ン
モ
ス
の
牙

か
ら
つ
く
っ
た
約
五
〇
〇
〇
個
の
ビ
ー
ズ
が
残
っ
て
い
た
。
ビ
ー
ズ
の
形
に
し
て
穴
を
開
け
、
子
ど
も
た
ち
に
着

せ
る
服
に
ひ
と
つ
ず
つ
縫
い
つ
け
る
に
は
、
高
い
技
術
と
途
方
も
な
い
時
間
が
必
要
だ
っ
た
は
ず
だ
。
ホ
ッ
キ
ョ

ク
ギ
ツ
ネ
の
歯
を
約
四
〇
本
つ
な
げ
た
輪
は
頭
飾
り
の
一
部
だ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
腕
に
は
象
牙
の
腕
輪
も
は

め
て
い
る
。
喉
元
に
あ
る
骨
製
の
ピ
ン
は
マ
ン
ト
の
留
め
具
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
男
子
と
思
わ
れ
る
年
長
の
骨
の

ほ
う
は
、
キ
ツ
ネ
の
歯
を
二
五
〇
個
つ
な
げ
た
ベ
ル
ト
も
腰
に
巻
い
て
い
た
。
遺
骨
の
周
囲
に
は
、
彫
刻
を
ほ
ど

こ
し
た
象
牙
の
槍
が
全
部
で
一
六
本
置
い
て
あ
る
。
長
さ
は
四
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
か
ら
二
・
四
メ
ー
ト
ル
ま
で

い
ろ
い
ろ
だ
。
さ
ら
に
レ
ッ
ド
・
オ
ー
カ
ー
を
詰
め
た
人
間
の
大
腿
骨
が
一
本
、
末
端
に
錐
で
穴
を
開
け
た
シ
カ

の
角つ

の

、
模
様
が
刻
ま
れ
た
象
牙
の
円
盤
数
枚
、
動
物
を
か
た
ど
っ
た
ペ
ン
ダ
ン
ト
、
マ
ン
モ
ス
の
彫
り
物
も
あ
っ

た
。
要
す
る
に
こ
の
二
人
の
死
を
周
囲
は
深
く
悼い

た

み
、
贅ぜ
い

を
尽
く
し
た
衣
装
を
遺
体
に
着
せ
、
何
千
時
間
も
か
け

て
こ
し
ら
え
た
品
々
を
副
葬
品
と
し
て
墓
に
入
れ
て
や
っ
た
よ
う
だ
。
財
産
を
持
た
な
い
者
か
ら
す
れ
ば
、
気
前

が
い
い
に
も
ほ
ど
が
あ
る
─
─
だ
が
そ
れ
は
、
ひ
と
え
に
子
ど
も
た
ち
が
あ
の
世
で
使
う
と
信
じ
て
い
れ
ば
こ
そ
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だ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
埋
葬
の
様
子
か
ら
は
、
死
後
の
世
界
の
存
在
を
信
じ
て
い
た
こ
と
し
か
わ
か
ら
な
い
し
、
そ
れ
も
あ

く
ま
で
間
接
的
な
証
拠
だ
。
こ
れ
だ
け
で
は
、
共
同
体
が
ど
う
や
っ
て
宗
教
を
実
践
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
ま

る
で
わ
か
ら
な
い
。
人
び
と
が
ま
つ
る
神
は
複
数
だ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
地
上
と
霊
界
を
支
配
す
る
絶
対
神
だ

っ
た
の
か
。
祭
壇
の
前
で
ひ
ざ
ま
ず
き
、
祈
り
を
唱
え
る
祭
司
の
よ
う
な
者
が
い
た
の
か
。
行
動
は
化
石
で
残
ら

な
い
か
ら
、
ど
ん
な
儀
式
を
行
な
っ
て
い
た
か
も
推
測
す
る
し
か
な
い
。

　

古
代
の
埋
葬
例
か
ら
は
、
根
本
的
な
疑
問
が
浮
か
び
あ
が
る
─
─
私
た
ち
は
何
を
も
っ
て
し
て
「
こ
れ
は
宗
教

だ
」
と
認
識
す
る
の
か
。
こ
こ
で
ひ
と
つ
問
題
に
な
る
の
が
、
私
た
ち
の
宗
教
観
が
、
こ
こ
数
千
年
に
主
流
と
な

っ
た
、
教
義
主
体
の
啓
示
宗
教
に
色
濃
く
影
響
を
受
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
は
仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、

イ
ス
ラ
ム
教
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
な
ど
片
手
で
数
え
ら
れ
る
ほ
ど
し
か
な
い
。
い
ず
れ
も
精
緻
な
教
義
を
軸
と
し
て
、

死
後
世
界
を
信
じ
、
祈
祷
や
典て

ん

礼れ
い

、
と
き
に
供く

犠ぎ

を
と
も
な
う
複
雑
な
儀
式
を
行
な
い
、
特
定
の
文
化
を
背
景
と

し
て
い
る
。
だ
が
こ
れ
ら
の
啓
示
宗
教
は
、
い
ま
で
こ
そ
信
者
の
数
で
圧
倒
し
て
い
る
が
、
歴
史
に
お
い
て
は
た

か
だ
か
数
千
年
の
新
参
者
だ
。
い
ま
も
続
く
世
界
宗
教
の
な
か
で
最
も
古
い
の
は
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
と
さ
れ
て
お

り
（
現
代
で
は
イ
ン
ド
で
パ
ー
ル
シ
ー
と
呼
ば
れ
る
人
び
と
が
信
仰
し
て
い
る
）、
紀
元
前
一
千
年
紀
〔
前
一
○
○

○
～
前
一
年
。
千
年
紀
は
一
○
○
○
年
を
単
位
と
し
た
時
代
区
分
。
百
年
単
位
の
世
紀
に
対
し
て
い
う
〕、
も
し
く
は
紀
元
前
二
千

年
紀
の
ど
こ
か
で
ペ
ル
シ
ャ
の
預
言
者
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
（
ザ
ラ
ス
シ
ュ
ト
ラ
）
が
創
設
し
た
と
い
う
。
そ
の
歴
史

だ
け
で
な
く
、
ほ
か
の
世
界
宗
教
へ
の
影
響
力
と
い
う
点
で
も
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
は
傑
出
し
て
い
た
。
し
か
し
、
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い
か
ん
せ
ん
こ
う
し
た
啓
示
宗
教
は
、
人
類
が
過
去
に
信
仰
し
、
一
部
は
い
ま
も
続
い
て
い
る
多
種
多
様
な
宗
教

を
代
表
す
る
存
在
で
は
な
い
。

　

宗
教
の
定
義
は
、
宗
教
研
究
に
お
い
て
最
も
激
し
く
議
論
さ
れ
て
き
た
題
目
だ
。
な
か
に
は
宗
教
と
い
う
概
念

そ
の
も
の
が
、
啓
蒙
主
義
以
降
の
西
欧
を
特
徴
づ
け
る
、
特
殊
な
思
考
様
式
の
産
物
だ
と
す
る
過
激
な
意
見
も
あ

る
。
こ
の
時
代
を
支
配
し
て
い
た
の
は
、
肉
体
と
魂
を
分
け
て
、
人
間
が
い
る
地
上
世
界
と
、
神
の
い
る
霊
的
世

界
に
一
線
を
引
く
キ
リ
ス
ト
教
的
二
元
論
だ
と
い
う）

（
（

。
し
か
し
多
く
の
小
規
模
な
民
族
誌
的
（
部
族
的
）
社
会
に

お
い
て
は
、
霊
的
世
界
も
人
が
生
き
る
世
界
の
一
部
だ
。
あ
ら
ゆ
る
局
面
に
霊
が
宿
っ
て
お
り
、
け
っ
し
て
別
世

界
で
は
な
い
。
霊
も
人
間
と
同
じ
世
界
に
す
み
、
壁
を
通
り
ぬ
け
た
り
、
人
間
の
運
命
を
左
右
し
た
り
す
る
が
、

実
体
を
持
つ
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
特
定
の
文
化
が
持
つ
信
仰
や
儀
式
の
慣
習
を
調
べ
る
こ
と
は
可
能
だ
が
、

で
き
る
の
は
そ
こ
ま
で
。
別
の
文
化
の
宗
教
と
の
関
係
ま
で
は
掘
り
さ
げ
ら
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
文
化
ご
と
に
、

目
に
映
る
世
界
の
姿
は
ま
る
で
異
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
の
意
味
で
私
た
ち
は
た
だ
の
観
光
客
だ
。
見
物
し
て

感
想
を
述
べ
、
と
き
に
感
心
も
し
て
、
旅
の
雑
感
を
残
す
以
上
の
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

個
人
的
に
は
、
そ
こ
ま
で
悲
観
的
に
な
ら
な
く
て
も
と
思
う
。
こ
れ
で
は
探
究
も
始
め
な
い
う
ち
に
可
能
性
を

放
棄
し
て
い
る
し
、
究
極
的
に
は
独
我
論）

（
（

に
陥
っ
て
何
も
生
み
だ
さ
な
い
。
対
し
て
科
学
は
、
目
に
見
え
る
世
界

を
そ
の
ま
ま
受
け
と
め
る
。
途
中
の
解
釈
が
誤
っ
て
い
て
も
、
さ
ら
に
知
識
を
獲
得
し
て
い
く
過
程
で
修
正
さ
れ

る
。
そ
し
て
知
識
は
、
観
察
と
、
理
論
や
考
え
を
実
証
可
能
な
事
実
に
照
ら
し
て
検
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み

得
ら
れ
る
。
詰
ま
る
と
こ
ろ
、
多
く
の
宗
教
学
者
は
自
ら
が
信
仰
す
る
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
宗
教
の
視
点
か
ら
こ
の
テ
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ー
マ
を
論
じ
て
き
た
た
め
に
、
人
類
が
積
み
か
さ
ね
て
き
た
豊
か
な
宗
教
経
験
の
多
く
を
見
す
ご
し
て
き
た
の
だ
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
宗
教
経
験
の
本
質
を
議
論
し
よ
う
と
す
る
こ
と
す
ら
不
可
能
だ
と
い
っ
て
し
ま
う
の
は
、
ま

っ
た
く
的
外
れ
な
話
な
の
で
あ
る
。

　

た
し
か
に
現
実
世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
現
象
と
同
じ
く
、
宗
教
も
つ
か
み
ど
こ
ろ
が
な
い
。
そ
う
い
う
漠
然
と
し

た
も
の
の
定
義
を
考
え
る
と
き
、「
連
帯
し
て
正
し
い
」
と
い
う
表
現
を
す
る
。
ど
ん
な
例
に
対
し
て
も
、
定
義

の
ど
こ
か
の
部
分
が
か
な
ら
ず
当
て
は
ま
る
。
た
だ
し
ど
の
部
分
が
該
当
す
る
か
は
、
例
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
く

る
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
れ
は
良
い
方
法
だ
。
定
義
の
細
か
い
と
こ
ろ
を
め
ぐ
っ
て
、
大
仰
な
主
張
を
延
々
と
展
開

し
な
く
て
す
む
。
理
解
し
た
い
の
は
あ
く
ま
で
現
実
世
界
の
現
象
で
あ
っ
て
、
定
義
で
は
な
い
の
だ
（
定
義
は
頭

の
な
か
に
し
か
存
在
し
な
い
）。
と
い
う
こ
と
で
、
宗
教
の
構
成
要
素
は
思
い
き
り
広
く
と
ら
え
る
こ
と
に
し
て
、

そ
れ
で
ど
こ
ま
で
行
け
る
か
や
っ
て
み
よ
う
。

　

こ
れ
ま
で
の
宗
教
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
二
つ
の
大
き
な
流
れ
が
あ
る
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。
ひ
と
つ
は
一

九
世
紀
に
活
躍
し
た
社
会
学
の
父
、
エ
ミ
ー
ル
・
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
に
始
ま
っ
た
も
の
だ
。
宗
教
を
道
徳
的
共
同
体

─
─
同
じ
一
連
の
信
念
を
共
有
す
る
集
団
─
─
で
実
践
さ
れ
る
慣
行
体
系
と
位
置
づ
け
て
、
人
類
学
的
な
立
場
か

ら
、
儀
式
な
ど
の
慣
行
が
果
た
す
実
用
的
な
役
割
を
重
視
す
る
。
宗
教
は
「
行
な
う
も
の
」
と
い
う
考
え
だ
。
も

う
ひ
と
つ
は
よ
り
哲
学
的
、
心
理
的
な
視
点
か
ら
、
宗
教
を
包
括
的
な
世
界
観
と
と
ら
え
る
。
共
同
体
の
な
か
で
、

さ
し
た
る
証
拠
も
な
く
受
け
い
れ
ら
れ
て
い
る
一
連
の
信
念
で
あ
り
、
こ
の
場
合
の
宗
教
は
「
信
じ
る
も
の
」
で

あ
る
。
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両
者
は
正
反
対
の
定
義
の
よ
う
だ
が
、
ど
ち
ら
も
正
し
く
、
信
念
と
儀
式
が
そ
れ
ぞ
れ
宗
教
の
異
な
る
側
面
を

表
わ
し
て
い
る
と
受
け
と
る
の
が
、
よ
り
現
実
的
な
解
釈
だ
ろ
う
。
両
方
を
高
く
掲
げ
て
い
る
か
、
ど
ち
ら
か
だ

け
か
、
両
方
と
も
軽
視
し
て
い
る
か
は
、
個
々
の
宗
教
に
よ
っ
て
異
な
る
。
い
っ
ぽ
う
が
正
し
く
、
も
う
い
っ
ぽ

う
は
誤
り
と
い
う
話
で
は
な
く
、
宗
教
と
い
う
多
面
的
な
現
象
で
、
別
個
の
側
面
に
注
目
し
て
い
る
だ
け
の
話
だ
。

　

あ
る
意
味
こ
れ
ら
の
定
義
は
、
以
前
は
「
ア
ニ
ミ
ズ
ム
」
宗
教
（
起
源
も
た
ど
れ
な
い
ほ
ど
古
く
か
ら
存
在
し

た
普
遍
的
な
宗
教
形
態
）
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
と
、
数
千
年
前
か
ら
登
場
し
た
教
義
宗
教
ま
た
は
世
界
宗
教
と

の
あ
い
だ
に
、
宗
教
史
家
た
ち
が
引
い
た
一
線
と
対
応
し
て
い
る
。
二
つ
を
区
別
す
る
の
は
、
儀
式
か
信
念
か
、

行
動
か
思
考
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。
一
九
世
紀
ア
メ
リ
カ
の
偉
大
な
心
理
学
者
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、

こ
れ
ら
を
そ
れ
ぞ
れ
「
個
人
的
宗
教
」「
制
度
的
宗
教
」
と
表
現
し
た
。
そ
し
て
両
者
を
統
一
す
る
の
が
、
す
べ

て
で
は
な
い
が
ほ
と
ん
ど
の
宗
教
が
、
見
え
な
い
生
命
の
力
の
存
在
を
認
め
て
い
る
と
い
う
事
実
だ
。
そ
の
力
が

私
た
ち
の
生
き
る
世
界
に
影
響
を
お
よ
ぼ
し
、
ひ
い
て
は
私
た
ち
の
生
活
に
も
影
響
を
与
え
る
と
考
え
る
。

　

以
上
を
踏
ま
え
て
宗
教
を
最
小
限
に
定
義
す
る
な
ら
ば
、
霊
も
し
く
は
力
が
存
在
す
る
超
自
然
的
世
界
に
対
す

る
信
仰
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
超
自
然
的
世
界
は
、
目
に
見
え
る
物
質
世
界
と
一
致
す
る
こ
と

も
あ
れ
ば
し
な
い
こ
と
も
あ
る
し
、
そ
こ
に
あ
る
霊
や
力
は
、
私
た
ち
が
生
き
る
物
質
世
界
に
関
わ
っ
て
影
響
を

お
よ
ぼ
す
こ
と
も
あ
れ
ば
、
そ
う
で
な
い
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
定
義
で
あ
れ
ば
、
神
の
存
在
を
信
じ
て
い
な
い
仏

教
も
含
め
て
、
世
界
宗
教
は
す
べ
て
含
ま
れ
る
。
宇
宙
の
見
え
な
い
中
心
に
神
秘
の
力
が
存
在
し
て
、
私
た
ち
の

生
活
を
動
か
し
て
い
る
と
い
う
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
な
ど
、
実
際
に
は
宗
教
と
呼
べ
な
い
よ
う
な
あ
い
ま
い
な
運
動
も
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当
て
は
ま
っ
て
し
ま
う
が
、
と
り
あ
え
ず
は
よ
し
と
す
る
。
こ
う
し
た
擬
似
宗
教
に
つ
い
て
は
、
本
物
の
宗
教
を

理
解
し
始
め
た
と
こ
ろ
で
、
あ
ら
た
め
て
検
討
し
て
い
こ
う
。

＊　
　
　

＊　
　
　

＊

　

総
じ
て
宗
教
は
難
問
だ
が
、
こ
の
本
で
は
と
く
に
基
本
的
な
二
つ
の
問
題
を
考
え
て
い
き
た
い
。

　

ひ
と
つ
は
そ
の
普
遍
性
だ
。
宗
教
ら
し
き
形
式
を
持
た
ず
、
人
智
が
お
よ
ば
な
い
も
の
を
い
っ
さ
い
信
じ
な
い

文
化
は
、
ほ
ぼ
存
在
し
な
い
と
い
っ
て
い
い
。
い
ま
の
世
界
は
世
俗
化
が
強
ま
る
傾
向
に
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
宗

教
信
仰
は
根
強
く
残
っ
て
お
り
、
い
く
ら
弾
圧
さ
れ
て
も
し
ぶ
と
く
続
い
て
い
る
。
一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
実
証

主
義
哲
学
者
た
ち
は
（
博
識
家
ピ
エ
ー
ル
＝
シ
モ
ン
・
ラ
プ
ラ
ス
や
、
哲
学
者
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト
の
先
導

で
）、
宗
教
は
お
お
む
ね
迷
信
で
あ
り
、
教
育
の
欠
如
の
産
物
だ
と
考
え
、
科
学
を
中
心
と
す
る
普
通
教
育
が
行

き
わ
た
れ
ば
、
最
終
的
に
宗
教
は
消
滅
す
る
と
主
張
し
た
。
革
命
後
の
ロ
シ
ア
で
は
、
宗
教
を
禁
止
し
て
国
家
無

神
論
に
置
き
か
え
よ
う
と
い
う
さ
ら
に
過
激
な
試
み
が
行
な
わ
れ
た
。
教
会
の
財
産
は
没
収
さ
れ
、
信
者
は
い
や

が
ら
せ
を
受
け
、
宗
教
は
嘲
笑
さ
れ
た
。
の
ち
に
共
産
党
体
制
の
中
国
で
も
宗
教
は
非
合
法
化
さ
れ
、
聖
典
を
持

っ
て
い
る
だ
け
で
犯
罪
者
に
な
っ
た
。
モ
ス
ク
や
歴
史
あ
る
仏
教
僧
院
は
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
で
破
壊
さ
れ
、
宗
教
的

少
数
派
は
不
当
に
扱
わ
れ
て
「
再
教
育
」
施
設
に
送
ら
れ
、
聖
職
者
は
投
獄
の
憂う

き
目
に
あ
っ
た
。
し
か
し
ど
ん

な
に
徹
底
的
な
弾
圧
を
受
け
て
も
、
宗
教
や
信
仰
は
地
下
に
潜
伏
し
て
存
続
し
、
制
約
が
な
く
な
れ
ば
す
ぐ
に
息

を
吹
き
か
え
す
。
ど
う
し
て
人
間
は
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
宗
教
を
信
じ
よ
う
と
す
る
の
だ
ろ
う
。
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も
う
ひ
と
つ
の
疑
問
は
、
な
ぜ
宗
教
は
こ
ん
な
に
た
く
さ
ん
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
だ
。
ひ
と
つ
あ
れ
ば
よ
さ

そ
う
な
も
の
だ
が
。
宗
教
が
時
代
と
と
も
に
分
裂
し
て
い
く
傾
向
は
、
今
日
も
新
し
い
宗
教
運
動
が
次
々
と
生
ま

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
だ
が
、
既
存
の
世
界
宗
教
も
す
べ
て
、
同
じ
分
裂
の
過
程
に
直
面
し
て
き
て
い
ま
も

直
面
し
て
い
る
。
と
き
に
は
分
か
れ
た
一
派
が
勢
い
を
増
し
て
い
き
、
独
自
の
宗
教
に
成
長
す
る
こ
と
も
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
と
イ
ス
ラ
ム
教
が
、
ユ
ダ
ヤ
教
か
ら
派
生
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
し
、
シ
ク
教
（
一
五
世

紀
に
北
イ
ン
ド
の
諸
宗
教
か
ら
発
展
し
た
）
や
バ
ハ
イ
教
（
一
九
世
紀
に
イ
ス
ラ
ム
教
シ
ー
ア
派
か
ら
分
か
れ

た
）
も
そ
う
だ
。
た
だ
妙
な
こ
と
に
、
誰
も
が
分
裂
し
た
事
実
を
当
た
り
前
の
よ
う
に
述
べ
る
だ
け
で
、
そ
こ
に

は
な
ぜ
す
ぐ
袂
を
分
か
つ
の
か
と
い
う
問
い
か
け
が
な
い
。
世
界
宗
教
の
多
く
は
、
自
分
た
ち
こ
そ
真
の
宗
教
だ

と
信
じ
て
い
る
が
、
も
し
真
の
宗
教
が
す
で
に
啓
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
な
ぜ
人
び
と
は
そ
れ
に
納
得
せ

ず
、
つ
い
に
は
別
の
宗
教
を
立
ち
あ
げ
る
よ
う
な
こ
と
を
す
る
の
か
。

　

こ
の
本
で
は
、
主
に
こ
れ
ら
二
つ
の
疑
問
に
対
す
る
答
え
を
探
っ
て
い
く
。
ひ
と
つ
は
信
念
、
も
う
ひ
と
つ
は

歴
史
に
関
す
る
も
の
だ
か
ら
、
ま
っ
た
く
別
の
疑
問
の
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
く
わ
し
く
見
て
い
け
ば
、
実
は
密

接
な
関
連
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
ど
ち
ら
も
宗
教
が
先
史
時
代
の
社
会
に
果
た
し
て
き
て
、
い
ろ
い
ろ

な
形
で
現
代
社
会
に
も
果
た
し
て
い
る
役
割
、
も
し
く
は
機
能
に
関
係
し
て
い
る
か
ら
だ
。
ま
ず
は
二
つ
の
疑
問

に
ど
う
取
り
く
む
の
か
を
大
ま
か
に
説
明
し
て
お
こ
う
。
便
宜
上
、
具
体
的
な
研
究
や
主
張
の
出
典
は
、
註
と
参

考
文
献
に
ま
と
め
て
い
る
。
さ
ら
に
参
考
文
献
に
は
、
特
定
の
問
題
に
関
す
る
文
献
の
ほ
か
に
、
一
般
的
な
情
報

源
も
収
録
し
た
。
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第
１
章
で
は
、
宗
教
の
発
展
と
、
宗
教
の
研
究
に
用
い
ら
れ
て
き
た
手
法
に
つ
い
て
、
歴
史
的
な
視
点
で
見
て

い
く
。
続
く
二
つ
の
章
で
議
論
の
土
台
を
据
え
る
。
な
ぜ
人
間
は
宗
教
を
信
じ
る
傾
向
に
あ
る
の
か
、
宗
教
を
信

じ
る
こ
と
が
な
ぜ
実
際
に
有
益
な
の
か
─
─
こ
の
二
つ
を
そ
れ
ぞ
れ
少
し
変
わ
っ
た
切
り
口
で
考
え
て
い
き
た
い
。

前
者
の
軸
と
な
る
の
は
、
人
智
を
超
え
た
世
界
を
信
じ
た
が
る
人
間
心
理
、
い
わ
ば
「
神
秘
志
向
」
で
あ
り
、
そ

こ
に
宗
教
の
起
源
が
あ
る
と
い
う
の
が
私
の
考
え
だ
。
後
者
に
関
し
て
は
、
進
化
論
を
重
視
す
る
人
た
ち
に
は
ひ

っ
か
か
り
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
宗
教
を
信
じ
る
こ
と
は
個
人
の
利
益
に
な
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。
た
し

か
に
宗
教
は
人
を
健
康
に
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
実
際
に
効
果
も
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
あ
い
に
く
そ
う
い
う
こ

と
で
は
な
い
。
本
当
の
利
益
は
社
会
レ
ベ
ル
で
存
在
し
、
宗
教
に
よ
っ
て
共
同
体
の
結
束
が
強
ま
れ
ば
、
組
織
が

有
効
に
機
能
す
る
よ
う
に
な
り
、
ひ
い
て
は
個
々
の
構
成
員
の
利
益
に
な
る
と
い
う
話
だ
。

　

こ
れ
は
続
く
第
４
章
で
く
わ
し
く
見
て
い
く
、
人
間
の
共
同
体
の
性
質
の
話
に
つ
な
が
る
。
共
同
体
の
規
模
は

実
際
の
と
こ
ろ
と
て
も
小
さ
い
。
私
た
ち
が
維
持
で
き
る
社
会
集
団
の
大
き
さ
に
は
限
界
が
あ
り
、
そ
れ
が
宗
教

の
信
徒
集
団
や
共
同
体
の
大
き
さ
に
も
関
係
し
て
く
る
。
第
５
章
は
そ
れ
を
心
理
学
的
に
説
明
し
、
社
会
的
結
束

の
基
盤
と
な
る
神
経
生
物
学
上
の
仕
組
み
を
紹
介
す
る
。
第
６
章
で
は
、
共
同
体
の
絆
を
深
め
る
過
程
で
宗
教
儀

式
が
果
た
す
役
割
と
、
第
５
章
で
触
れ
た
神
経
心
理
学
的
な
仕
組
み
が
い
か
に
そ
れ
を
支
え
て
い
る
か
を
探
っ
て

い
く
。

　

宗
教
的
性
向
と
そ
の
働
き
を
理
解
す
る
枠
組
み
が
整
っ
た
と
こ
ろ
で
、
第
７
章
で
は
人
類
の
進
化
の
な
か
で
こ

の
宗
教
的
性
向
が
い
つ
出
現
し
た
か
と
い
う
、
歴
史
的
な
疑
問
に
立
ち
か
え
る
。
神
秘
志
向
に
つ
い
て
神
経
心
理
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学
的
側
面
か
ら
わ
か
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
疑
問
に
つ
い
て
は
従
来
で
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
ほ
ど
正
確

な
特
定
が
可
能
に
な
っ
た
。
こ
こ
ま
で
は
本
質
的
に
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
宗
教
と
呼
べ
る
も
の
で
、
そ
の
時
代
は
数

十
万
年
に
わ
た
っ
て
続
い
た
。
第
８
章
で
は
、
約
一
万
年
前
の
新
石
器
時
代
の
到
来
に
よ
っ
て
一
連
の
人
口
変
動

が
生
じ
た
結
果
、
教
義
宗
教
が
誕
生
し
た
背
景
に
迫
る
。
人
び
と
が
密
集
し
た
環
境
で
暮
ら
す
大
規
模
な
共
同
体

で
の
生
活
は
、
こ
う
し
た
形
態
の
宗
教
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
可
能
だ
っ
た
と
私
は
考
え
る
。
第
９
章
で
は
カ
ル
ト

や
セ
ク
ト
を
め
ぐ
る
よ
り
一
般
的
な
現
象
を
取
り
あ
げ
、
宗
教
の
歴
史
と
カ
ル
ト
の
起
源
に
お
け
る
カ
リ
ス
マ
的

指
導
者
の
役
割
を
見
て
い
こ
う
。
最
後
の
第
（0
章
で
は
、
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
た
く
さ
ん
の
宗
教
が
存
在
す
る
の
か
と

い
う
疑
問
に
戻
る
。
そ
の
答
え
は
こ
れ
ま
で
の
章
で
学
ん
で
き
た
よ
う
に
、
社
会
の
結
束
を
強
め
る
過
程
で
宗
教

が
果
た
す
役
割
と
、
カ
リ
ス
マ
的
指
導
者
の
性
質
に
あ
る
。

　

こ
の
本
で
私
が
採
用
し
た
手
法
は
、
従
来
の
宗
教
研
究
と
は
多
く
の
重
要
な
点
で
異
な
っ
て
い
る
。
伝
統
的
な

宗
教
研
究
は
、
神
学
に
注
目
す
る
か
（
こ
の
宗
教
は
何
を
信
じ
る
の
か
）、
歴
史
に
注
目
す
る
か
（
こ
の
宗
教
は

ど
ん
な
経
緯
で
生
ま
れ
た
の
か
、
以
前
の
ど
の
宗
教
に
影
響
を
受
け
て
い
る
の
か
）
の
ど
ち
ら
か
で
、
近
年
は
認

知
科
学
や
神
経
心
理
学
か
ら
宗
教
的
行
為
に
関
心
を
向
け
る
動
き
も
出
て
き
て
い
る
。
こ
こ
で
も
と
き
お
り
そ
う

し
た
話
題
に
触
れ
る
が
、
こ
の
本
の
主
眼
で
は
な
い
。
宗
教
を
論
じ
る
際
に
不
可
欠
と
さ
れ
る
領
域
も
あ
え
て
素

通
り
し
て
い
る
が
、
そ
れ
も
承
知
の
う
え
だ
。
宗
教
研
究
で
取
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
論
点
に
踏
み

こ
む
こ
と
が
、
私
の
最
大
の
ね
ら
い
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
人
間
は
な
ぜ
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
に
宗

教
を
信
じ
る
の
か
を
説
明
す
る
包
括
的
な
理
論
の
土
台
が
築
か
れ
、
こ
の
分
野
に
ひ
し
め
き
あ
う
無
数
の
主
張
を
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統
一
す
る
足
が
か
り
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。
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こ
れ
か
ら
宗
教
に
つ
い
て
細
か
く
探
究
し
て
い
く
わ
け
だ
が
、
そ
の
前
に
二
つ
の
重
要
な
準
備
を
し
て
お
こ
う
。

ひ
と
つ
は
、
駆
け
足
に
な
る
が
宗
教
の
歴
史
を
振
り
か
え
る
こ
と
だ
。
そ
う
す
れ
ば
、
宗
教
が
ど
の
よ
う
に
し
て

い
ま
の
形
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
大
き
な
問
い
の
な
か
で
、
な
に
を
説
明
す
れ
ば
い
い
か
が
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
宗
教
研
究
の
代
表
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
そ
こ
か
ら
学
べ
る
こ
と
を
、
こ
れ
も
思
い
き
り
駆
け
足

で
見
て
お
く
こ
と
だ
。
私
が
採
用
す
る
視
点
は
進
化
論
を
軸
と
し
た
も
の
で
、
多
く
の
宗
教
研
究
者
と
異
な
る
だ

け
に
、
こ
の
準
備
は
と
く
に
重
要
に
な
る
。
そ
し
て
進
化
論
の
最
新
の
解
釈
が
土
台
に
な
っ
て
い
る
関
係
上
、
最

後
に
進
化
論
的
な
視
点
の
何
た
る
か
も
簡
単
に
ま
と
め
て
お
く
。
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