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近
代
に
お
い
て
宗
教
は
ど
の
よ
う
な
意
義
を
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒

近
代
は
︑
し
ば
し
ば
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
中
心
に
﹁
世
俗
化
﹂
が
進
ん
だ
時
代
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
︑
近
年
︑﹁
世
俗
的
な
近
代
﹂
に
疑
問
を
投
げ

か
け
︑
宗
教
の
重
要
性
を
問
う
研
究
が
︑
人
文
科
学
系
の
学
術
分
野
に
お
い

て
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た①
︒
本
書
は
︑
そ
う
し
た
問
題
意
識
を
持
っ

た
︑
宗
教
史
を
専
門
と
す
る
︑
編
者
を
含
む
六
人
の
共
同
研
究
か
ら
は
じ
ま

り
︑
二
〇
〇
九
年
一
月
に
開
催
さ
れ
た
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
で
の
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
の
研
究
成
果
を
う
け
て
︑
出
版
さ
れ
た
︒
本
書
は
︑
グ

ロ
ー
バ
ル
化
す
る
市
民
社
会
に
お
い
て
︑
宗
教
が
ど
の
よ
う
に
存
在
し
て
き

た
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
︒

第
一
章

導
入
：
宗
教
と
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
再
考
︵
Ａ
・
グ

リ
ー
ン
／
Ｖ
・
ヴ
ィ
ア
エ
ン
ヌ
︶

第
Ⅰ
部

正
典
の
宗
教
：
軌
跡
と
比
較

第
二
章

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
︵
Ｃ
・
ク
ラ
ー

ク
／
Ｍ
・
レ
ジ
ャ
ー
=
ロ
マ
ス
︶

第
三
章

古
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
︑
新
た
な
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
：
ユ
ダ
ヤ
教

イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
出
現
︵
Ａ
・
グ
リ
ー
ン
︶

第
四
章

一
九
世
紀
カ
ト
リ
ッ
ク
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
そ

の
先
駆
︵
Ｖ
・
ヴ
ィ
ア
エ
ン
ヌ
︶

第
五
章

イ
ス
ラ
ム
世
界
：﹁
宗
教
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
﹂
に
対
す

る
世
界
シ
ス
テ
ム
︵
Ｆ
・
ロ
ビ
ン
ソ
ン
︶

第
Ⅱ
部

伝
統
に
お
け
る
宗
教
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル

第
六
章

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
対
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
：
一
九
世

紀
パ
レ
ス
チ
ナ
に
お
け
る
ロ
シ
ア
正
教
︵
Ｓ
・
デ
ィ
ク
ソ
ン
︶

第
七
章

帝
国
と
国
民
国
家
の
間
に
お
け
る
ム
ス
リ
ム
・
イ
ン
タ
ー
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
︵
Ａ
・
Ｋ
・
ベ
ニ
ソ
ン
︶

第
八
章

ユ
ダ
ヤ
教
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
に
お
け
る
宗
教
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
：
植
民
地
時
代
黎
明
期
の
チ
ュ
ニ
ス
︵
Ｙ
・
ツ
ー
ル
︶

第
九
章

帝
国
主
義
時
代
の
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
仏
教
活
動
家

︵
Ａ
・
ユ
エ
・
チ
ャ
ウ
︶

第
Ⅲ
部

近
代
世
界
の
宗
教
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
：
限
界
と
新
た
な
る

地
平

第
一
〇
章

ハ
ド
ラ
マ
ウ
ト
の
サ
イ
イ
ド
と
イ
ス
ラ
ム
教
イ
ン
タ
ー
ナ

シ
ョ
ナ
ル
の
進
化
︑
一
七
五
〇
年
代
頃
か
ら
一
九
三
〇
年
代
︵
Ｗ
・

Ｇ
・
ク
ラ
ラ
ン
ス
=
ス
ミ
ス
︶

第
一
一
章

南
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
宗
教
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ

ル
？
︵
Ｐ
・
Ｍ
・
キ
ト
ロ
ミ
リ
デ
ス
︶

第
一
二
章

原
動
力
と
し
て
の
行
動
主
義
：
ユ
ダ
ヤ
教
イ
ン
タ
ー
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
︑
一
八
八
〇
年
代
か
ら
一
九
八
〇
年
代
︵
Ｊ
・
デ
ケ
ル

書 評
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=
チ
ェ
ン
︶

第
一
三
章

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
︵
Ｊ
・

Ｋ
・
ケ
ネ
デ
ィ
︶

第
一
四
章

国
家
か
ら
市
民
社
会
へ
︑
そ
し
て
回
帰
：
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ

ョ
ナ
ル
・
ア
ク
タ
ー
と
し
て
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
︑
一
九
六
五
年
か

ら
二
〇
〇
五
年
︵
Ｒ
・
ス
コ
ッ
ト
・
ア
プ
レ
ヴ
ィ
︶

第
一
五
章

グ
ロ
ー
バ
ル
・
サ
ン
グ
・
パ
リ
ワ
ー
ル
：
現
代
イ
ン
タ
ー

ナ
シ
ョ
ナ
ル
仏
教
研
究
︵
Ｃ
・
ジ
ャ
フ
ル
ロ
／
Ｉ
・
セ
ア
ウ
ォ
ー

ス
︶

以
下
で
は
︑
第
Ⅰ
部
を
平
野
春
花
︵
近
代
イ
ギ
リ
ス
史
︶︑
第
Ⅱ
部
︑
第

Ⅲ
部
を
中
0
柚
珠
︵
近
現
代
チ
ェ
コ
史
︶
が
そ
れ
ぞ
れ
要
約
し
︑
以
降
を
共

同
で
執
筆
し
て
い
る
︒

第
一
章
に
よ
る
と
︑
従
来
︑
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
研
究
に
お
い
て
︑

宗
教
は
副
次
的
に
し
か
扱
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
︒
対
し
て
本
書
は
︑﹁
近
代

世
界
に
お
け
る
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
あ
る
い
は
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な

宗
教
活
動
の
広
範
な
領
域
を
包
括
す
る
語
﹂︵
一
頁
︶
で
あ
る
﹁
宗
教
イ
ン

タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
︵
religious
international︶﹂
と
い
う
視
角
に
よ
っ
て
︑

グ
ロ
ー
バ
ル
市
民
社
会
に
お
け
る
宗
教
の
本
質
性
︑
さ
ら
に
は
歴
史
の
中
に

存
在
し
た
人
々
の
多
様
性
や
複
雑
性
を
再
考
し
て
い
る
︒
な
お
︑
本
文
中
に

登
場
す
る
﹁
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
﹂
や
﹁
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
﹂
な
ど

の
﹁
国
境
の
横
断
﹂︵
五
頁
︶
を
意
味
す
る
語
は
︑
西
洋
以
外
の
地
域
へ
の

言
及
に
鑑
み
︑
あ
え
て
明
確
な
指
針
を
も
う
け
ず
に
︑
文
脈
に
よ
っ
て
柔
軟

に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
付
記
し
て
お
き
た
い
︒

続
く
第
Ⅰ
部
で
は
︑
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
︑
ユ
ダ
ヤ
教
︑
カ
ト
リ
ッ
ク
︑
イ

ス
ラ
ム
教
の
﹁
宗
教
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
﹂
の
マ
ク
ロ
ヒ
ス
ト
リ
ー
が
語

ら
れ
る
︒
そ
れ
は
︑
大
略
す
る
と
﹁
信
者
の
共
同
体
﹂
で
あ
っ
た
も
の
が
︑

伝
統
的
な
宗
教
体
系
と
政
治
的
︑
社
会
的
な
様
々
な
変
化
と
の
相
互
作
用
に

よ
っ
て
︑﹁
世
論
の
共
同
体
﹂
へ
と
転
換
す
る
過
程
で
あ
っ
た
︒

第
二
章
で
は
︑
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
拡
大
さ
せ
た
要
因

を
明
確
に
す
る
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
・
イ
ン
タ
ー
ナ

シ
ョ
ナ
ル
の
先
駆
と
し
て
︑
一
六
世
紀
半
ば
に
生
じ
た
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
イ
ン

タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
は
︑
文
通
に
よ
っ
て
亡
命
先
で
の
つ
な
が
り
を
強
化
し
︑

そ
の
後
出
版
技
術
が
宗
教
的
意
志
を
共
有
す
る
た
め
に
重
要
な
役
割
を
担
っ

た
︒
さ
ら
に
︑
奴
隷
制
廃
止
運
動
を
契
機
と
し
て
︑
印
刷
文
化
に
よ
っ
て
福

音
主
義
が
大
西
洋
世
界
で
拡
大
し
︑
信
仰
の
非
公
式
帝
国
を
形
成
し
た
こ
と

を
明
ら
か
に
し
た
︒

第
三
章
で
は
︑
ユ
ダ
ヤ
教②
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
が
︑
近
世
の
ユ
ダ
ヤ
教

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
取
っ
て
代
わ
る
過
程
が
考
察
さ
れ
る
︒
ユ
ダ
ヤ
教
に
は

伝
統
的
に
慈
善
活
動
︵
ツ
ェ
ダ
カ
︶
が
存
在
し
︑
近
世
よ
り
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ

ョ
ナ
ル
な
ユ
ダ
ヤ
人
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
て
い
た
︒
一
八
四
〇
年
頃
か

ら
出
版
物
や
基
金
が
拡
大
し
︑
ユ
ダ
ヤ
人
を
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
公
共

圏
へ
と
動
員
し
た
が
︑
そ
れ
は
い
ま
だ
個
人
間
の
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
に
依
拠
す

る
も
の
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
一
九
世
紀
後
半
に
は
︑
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
に
関

す
る
組
織
の
設
立
や
︑
各
地
で
の
フ
ィ
ラ
ン
ス
ロ
ピ
ー
活
動
を
通
じ
て
︑
デ

ィ
ア
ス
ポ
ラ
の
ユ
ダ
ヤ
教
徒
同
士
の
関
わ
り
が
強
化
さ
れ
た
︒
そ
し
て
︑
一

八
八
〇
年
代
以
降
︑
シ
オ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
イ
ン
タ
ー
ナ
シ

ョ
ナ
ル
は
完
全
に
形
成
さ
れ
た
︒

第
四
章
は
︑
対
抗
宗
教
改
革
以
降
の
市
民
社
会
に
︑
カ
ト
リ
ッ
ク
・
イ
ン
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タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
を
位
置
付
け
る
︒
一
八
世
紀
︑
理
性
主
義
的
観
点
か
ら
キ

リ
ス
ト
教
の
再
検
討
を
試
み
︑
主
に
文
芸
共
和
国
の
担
い
手
に
よ
っ
て
推
進

さ
れ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
啓
蒙
主
義
は
︑
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
よ
る
迫
害
を
受
け
衰

退
し
︑
一
九
世
紀
に
は
カ
ト
リ
ッ
ク
は
守
勢
に
立
た
さ
れ
る
︒
そ
こ
で
は

ロ
ー
マ
教
皇
を
精
神
的
支
柱
と
し
︑
海
外
布
教
や
新
旧
修
道
会
に
よ
る
草
の

根
的
な
カ
ト
リ
ッ
ク
復
興
運
動
が
生
じ
る
︒
し
か
し
一
九
世
紀
後
半
に
は
︑

人
口
革
命
や
教
育
︑
伝
道
活
動
に
よ
っ
て
急
速
に
拡
大
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
・

イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
は
バ
チ
カ
ン
と
対
立
す
る
よ
う
に
な
り
︑
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
や
帝
国
主
義
の
あ
お
り
を
受
け
て
分
裂
し
て
い
く
︒

第
五
章
で
は
︑
ム
ス
リ
ム
世
界
に
お
い
て
︑
西
洋
世
界
に
先
立
っ
て
発
生

し
た
﹁
宗
教
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
﹂
が
︑
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
の
か

を
考
察
し
て
い
る
︒
イ
ス
ラ
ム
知
識
人
の
ウ
ラ
マ
ー
と
イ
ス
ラ
ム
神
秘
主
義

者
の
ス
ー
フ
ィ
ー
は
︑
知
識
伝
達
の
伝
統
に
基
づ
き
︑
時
空
間
を
超
え
て
広

く
知
識
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
て
い
た
︒
し
か
し
︑
タ
ク
リ
ー
ド
︵
口

頭
で
の
教
え
の
伝
承
︶
を
否
定
し
︑
コ
ー
ラ
ン
と
ハ
デ
ィ
ー
ス
と
い
う
正
典

へ
と
回
帰
す
る
宗
教
改
革
が
一
八
か
ら
一
九
世
紀
に
生
じ
る
︒
同
時
に
︑
イ

ギ
リ
ス
に
よ
る
支
配
に
よ
っ
て
も
動
揺
し
た
ム
ス
リ
ム
社
会
は
︑
エ
リ
ー
ト

層
を
中
心
に
政
治
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
獲
得
し
︑
そ
れ
は
や
が
て
出
版

や
ラ
ジ
オ
︑
テ
レ
ビ
な
ど
の
新
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
大
衆
へ
と
普
及
し
た
︒

こ
う
し
て
コ
ー
ラ
ン
を
核
と
し
た
か
つ
て
の
﹁
信
仰
の
共
同
体
﹂
は
︑
世
論

に
よ
る
新
し
い
﹁
想
像
の
共
同
体
﹂
へ
と
変
化
し
た
︒

第
Ⅰ
部
で
﹁
宗
教
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
﹂
の
マ
ク
ロ
ヒ
ス
ト
リ
ー
が
語

ら
れ
た
の
に
対
し
︑
第
Ⅱ
部
で
語
ら
れ
る
の
は
そ
の
ミ
ク
ロ
ヒ
ス
ト
リ
ー
で

あ
る
︒
運
動
を
推
進
し
た
個
人
あ
る
い
は
地
域
的
周
辺
部
へ
の
着
目
と
い
う

二
つ
の
ミ
ク
ロ
な
視
点
が
駆
使
さ
れ
る
︒
こ
こ
で
は
︑
特
定
の
地
域
に
お
け

る
運
動
と
世
界
の
動
向
と
の
関
係
が
明
白
で
あ
る
例
と
し
て
︑
第
六
章
と
第

八
章
を
紹
介
す
る
︒

第
六
章
で
は
︑
ロ
シ
ア
主
導
の
正
教
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
を
論
じ
る
に

あ
た
り
︑
焦
点
が
聖
地
パ
レ
ス
チ
ナ
に
絞
ら
れ
る
︒
一
九
世
紀
以
降
︑
カ
ト

リ
ッ
ク
や
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
遅
れ
る
形
で
︑
正
教
も
パ
レ
ス
チ
ナ
へ
の
進

出
を
図
っ
た
︒
こ
こ
で
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
握
っ
た
の
は
ロ
シ
ア
で
あ
っ
た
︒

農
奴
制
の
廃
止
以
降
は
︑
多
く
の
平
信
徒
が
交
通
革
命
に
支
え
ら
れ
て
パ
レ

ス
チ
ナ
へ
と
赴
い
た
︒
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
枠
を
超
え
た
宗
教
上
の
拡
大
志
向
は
︑

次
第
に
ロ
シ
ア
の
利
権
を
最
優
先
と
す
る
帝
国
主
義
と
結
び
付
い
た
︒
そ
し

て
︑
愛
国
心
が
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
に
基
づ
く
汎
ス
ラ
ヴ
主
義
に
結
び
付
い
た
際

に
は
︑
そ
こ
に
包
摂
さ
れ
え
な
い
ギ
リ
シ
ア
と
の
関
係
が
一
層
悪
化
し
た
︒

ま
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
脅
威
が
そ
う
し
た
正
教
会
内
部
の
分
裂
に
拍
車
を
か
け

た
こ
と
で
︑
こ
の
運
動
は
衰
退
す
る
こ
と
と
な
っ
た
︒

第
八
章
は
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
始
ま
る
ユ
ダ
ヤ
教
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
で
の
展
開
を
チ
ュ
ニ
ス
に
焦
点
を
絞
り
考
察
し
た
も
の
で
あ

る
︒
学
校
建
設
を
目
的
に
チ
ュ
ニ
ス
へ
と
進
出
し
た
フ
ラ
ン
ス
発
の
世
界
イ

ス
ラ
エ
ル
同
盟
は
︑
現
地
の
イ
タ
リ
ア
系
ユ
ダ
ヤ
教
徒
ら
か
ら
西
欧
的
な
ユ

ダ
ヤ
教
改
革
主
義
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
当
初
は
歓
迎
さ
れ
た
︒
し
か
し
︑

チ
ュ
ニ
ス
が
植
民
地
競
争
の
舞
台
と
な
っ
た
こ
と
で
︑
両
者
の
間
に
対
立
関

係
が
生
じ
た
︒
一
方
︑
声
な
き
多
数
派
で
あ
っ
た
ア
ラ
ブ
系
ユ
ダ
ヤ
教
徒
は
︑

フ
ラ
ン
ス
や
イ
タ
リ
ア
の
よ
う
な
支
持
基
盤
を
持
た
な
か
っ
た
た
め
に
︑
東

欧
で
盛
ん
で
あ
っ
た
シ
オ
ニ
ズ
ム
運
動
へ
と
当
初
は
傾
倒
し
て
い
っ
た
︒
チ

ュ
ニ
ジ
ア
が
フ
ラ
ン
ス
の
植
民
地
と
な
っ
て
以
降
︑
そ
の
勢
い
は
失
わ
れ
︑

地
方
の
文
化
と
ユ
ダ
ヤ
教
徒
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
統
合
を
目
指
す
方
向
へ

転
じ
た
︒

書 評

137 (601)



最
後
に
︑
第
Ⅲ
部
で
は
︑
近
代
的
﹁
宗
教
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
﹂
の
限

界
が
指
摘
さ
れ
る
︒
編
者
に
よ
れ
ば
︑
こ
れ
に
は
二
種
類
の
限
界
が
あ
り
︑

一
つ
は
近
代
化
に
支
え
ら
れ
た
現
象
が
現
代
に
至
る
こ
と
で
迎
え
た
限
界
︑

も
う
一
つ
は
定
義
上
の
限
界
で
あ
る
︒
後
者
に
つ
い
て
は
批
評
の
際
に
詳
述

す
る
と
し
て
︑
こ
こ
で
は
前
者
の
限
界
を
分
か
り
や
す
く
論
じ
た
第
一
三
章

と
第
一
四
章
を
紹
介
し
た
い
︒

第
一
三
章
は
マ
ル
ク
ス
主
義
や
科
学
信
仰
と
い
っ
た
外
圧
に
よ
り
キ
リ
ス

ト
教
自
体
が
苦
境
に
立
た
さ
れ
る
中
︑
宗
派
間
の
連
携
を
説
く
世
界
教
会
運

動
を
主
導
し
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
に
つ
い
て
︑
オ

ラ
ン
ダ
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
に
焦
点
を
当
て
︑
論
じ
た
も
の
で
あ
る
︒

第
二
次
世
界
大
戦
が
終
結
し
︑
世
界
平
和
が
希
求
さ
れ
る
中
︑
世
界
教
会
運

動
の
国
際
的
性
格
は
世
俗
の
機
関
に
も
影
響
を
与
え
︑
教
会
の
役
割
は
向
上

し
た
︒
し
か
し
︑
六
〇
年
代
以
降
進
行
し
た
世
俗
化
は
教
会
内
部
に
ま
で
浸

透
し
︑
組
織
的
な
運
動
は
衰
退
し
て
い
っ
た
︒
但
し
︑
代
わ
っ
て
マ
ス
メ
デ

ィ
ア
や
交
通
網
の
発
達
の
下
で
連
携
し
た
一
般
信
徒
ら
が
運
動
の
担
い
手
と

な
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
︑
新
た
な
現
代
的
特
質
と
し
て
着
目
す
べ
き
点
で
あ

る
︒第

一
四
章
で
は
︑
第
二
バ
チ
カ
ン
公
会
議
︵
一
九
六
二

六
五
年
︶
以
降
︑

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
役
割
を
現
代
社
会
に
適
応
さ
せ
よ
う
と
努
め
た
ロ
ー
マ

教
皇
ら
の
活
動
が
語
ら
れ
る
︒
一
九
五
八
年
に
教
皇
と
な
っ
た
ヨ
ハ
ネ
二
三

世
は
人
権
問
題
へ
の
取
り
組
み
を
教
会
の
役
割
と
位
置
付
け
︑
カ
ト
リ
ッ
ク

信
仰
と
諸
文
化
の
共
存
を
肯
定
し
た
︒
続
く
パ
ウ
ロ
六
世
は
︑
宣
教
活
動
の

拡
大
と
そ
れ
を
支
え
る
国
際
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
発
展
に
尽
力
し
た
︒
次
の
ヨ
ハ
ネ
・

パ
ウ
ロ
二
世
は
戦
時
中
及
び
戦
後
の
自
身
の
経
験
を
基
に
反
ナ
チ
ズ
ム
・
反

共
産
主
義
を
掲
げ
︑
ま
た
資
本
主
義
の
道
徳
性
に
つ
い
て
も
疑
問
を
持
ち
︑

人
道
的
か
つ
経
済
発
展
が
可
能
な
新
た
な
道
を
模
索
し
た
︒
教
皇
が
こ
う
し

た
現
代
的
問
題
に
取
り
組
む
一
方
︑
従
来
か
ら
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
内
の
ヒ

エ
ラ
ル
ヒ
ー
は
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
ス
テ
イ
ト
の
成
立
す
る
現
代
社
会
に
お
い
て

は
障
壁
と
な
り
︑
教
皇
の
政
策
と
地
方
の
聖
職
者
や
平
信
徒
の
活
動
と
の
間

に
は
連
携
上
の
問
題
が
生
じ
た
︒

さ
て
︑
本
書
の
主
た
る
目
的
は
大
別
し
て
二
つ
あ
る
︒
一
つ
は
︑
世
俗
化

の
時
代
と
言
わ
れ
る
近
代
を
宗
教
の
視
角
か
ら
捉
え
直
す
こ
と
で
あ
り
︑
も

う
一
つ
は
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
化
推
進
の
重
要
な
ア
ク
タ
ー
と
し
て
の
宗
教
を
市

民
社
会
の
中
に
位
置
付
け
る
こ
と
で
あ
る
︒

本
書
は
︑
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
主
に
そ
の
起
点
と
し
︑
近
代
を
世
俗
化
が
進

ん
だ
時
代
と
捉
え
る
﹁
近
代
＝
世
俗
﹂
と
い
う
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
対
し
て
疑
問

を
提
起
し
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
市
民
社
会
に
お
い
て
︑
宗
教
が
﹁
信
者
の
共
同

体
﹂
か
ら
︑
意
見
し
行
動
す
る
﹁
世
論
の
共
同
体
﹂
へ
と
変
化
し
て
き
た
過

程
を
考
察
し
て
い
る
︒﹁
宗
教
﹂
と
い
う
存
在
は
近
代
に
お
け
る
﹁
世
俗
化
﹂

の
影
に
隠
れ
︑
し
ば
し
ば
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
︒
し
か
し
︑
近
年
で
は
そ
の

よ
う
な
近
代
世
俗
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
つ
い
て
は
︑
本
書
を
は
じ
め
と
し
た
多
く

の
研
究
に
よ
っ
て
再
検
討
が
行
わ
れ
て
お
り
︑
二
〇
一
四
年
に
﹃
イ
ン
グ
リ

ッ
シ
ュ
・
ヒ
ス
ト
リ
カ
ル
・
レ
ヴ
ュ
ー
﹄
に
掲
載
さ
れ
た
本
書
の
書
評③
で
も

指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
近
代
に
お
け
る
宗
教
の
重
要
性
は
︑
一
九
世
紀

経
済
思
想
へ
の
福
音
主
義
の
影
響
を
明
ら
か
に
し
た
Ｂ
・
ヒ
ル
ト
ン④
の
先
駆

的
著
書
や
︑
Ｍ
・
バ
ー
ネ
ッ
ト
と
Ｊ
・
Ｇ
・
ス
タ
イ
ン⑤
の
人
道
主
義
の
研
究

な
ど
に
よ
っ
て
︑
す
で
に
周
知
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
だ
が
︑

本
書
は
そ
の
よ
う
な
﹁
近
代
に
お
け
る
宗
教
﹂
と
い
う
視
角
に
︑
対
象
を
西

洋
か
ら
東
洋
ま
で
広
げ
て
﹁
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
﹂
と
い
う
新
た
な
視
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角
を
加
え
て
考
察
し
て
い
る
︒
こ
の
新
し
い
試
み
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
﹁
宗

教
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
﹂
と
い
う
概
念
は
︑
近
代
と
い
う
時
代
を
改
め
て

問
い
直
す
た
め
の
一
助
に
な
る
だ
ろ
う
︒

そ
れ
で
は
以
降
で
︑
先
述
し
た
︑
本
書
の
重
要
な
視
点
で
あ
る
﹁
世
俗

化
﹂
と
﹁
グ
ロ
ー
バ
ル
化
﹂
と
い
う
二
点
に
お
い
て
︑
批
評
を
述
べ
た
い
︒

本
書
は
︑
近
代
の
﹁
世
俗
化
﹂
論
へ
の
反
駁
と
い
う
立
場
を
取
っ
て
い
る

が
︑
そ
の
上
で
︑
自
明
視
さ
れ
て
き
た
と
い
う
﹁
世
俗
﹂
が
い
か
な
る
も
の

で
あ
っ
た
か
は
︑
再
度
問
い
直
す
必
要
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒﹁
宗

教
﹂
と
い
う
言
葉
の
定
義
は
こ
れ
ま
で
多
く
の
哲
学
者
や
宗
教
学
者
に
よ
っ

て
試
み
ら
れ
て
き
た
問
題
で
あ
る
が
︑
い
ま
な
お
そ
れ
は
ひ
と
つ
の
終
着
点

に
は
至
っ
て
い
な
い
︒
本
書
で
取
り
扱
わ
れ
た
﹁
宗
教
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ

ル
﹂
は
近
代
以
降
︑﹁
信
者
の
共
同
体
﹂
か
ら
︑
意
見
し
︑
行
動
す
る
﹁
世

論
の
共
同
体
﹂
へ
と
変
化
し
た
と
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
そ
れ
で
は
宗
教

に
お
け
る
﹁
信
仰
﹂
と
主
義
や
思
想
に
お
け
る
﹁
信
奉
﹂
の
違
い
は
一
体
ど

こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
︒
例
え
ば
︑﹃
資
本
論
﹄
と
い
う
聖
典
を
携
え
て
社
会

主
義
の
拡
大
に
努
め
た
人
々
は
︑
非
常
に
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
︑
あ
る
い

は
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
に
活
動
し
た
が
︑
彼
ら
の
活
動
と
﹁
宗
教
イ
ン

タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
﹂
と
の
活
動
の
違
い
は
︑
本
書
か
ら
は
浮
か
び
上
が
っ
て

こ
な
い
︒
第
一
二
章
で
︑
一
九
世
紀
半
ば
以
降
の
ユ
ダ
ヤ
教
の
イ
ン
タ
ー
ナ

シ
ョ
ナ
ル
が
非
宗
教
的
運
動
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
︑
第
一
五
章

の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
に
お
い
て
︑
信
仰
や
教
義
に
関
し

て
の
言
及
が
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
も
︑
本
書
か
ら
は

﹁
信
仰
﹂
に
関
し
て
の
考
察
が
欠
如
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒

ま
た
︑
全
著
者
の
ほ
ぼ
一
致
し
た
見
解
と
し
て
︑
こ
れ
ら
﹁
宗
教
イ
ン

タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
﹂
の
主
な
拡
大
の
要
因
は
︑
主
に
世
俗
の
変
化
︑
つ
ま
り

印
刷
技
術
の
発
達
や
市
民
社
会
の
構
造
の
変
化
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
挙

げ
ら
れ
る
︒
第
Ⅰ
部
に
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
迫
害
に
よ
っ
て
散
在
︑

あ
る
い
は
劣
勢
に
立
た
さ
れ
た
信
者
た
ち
が
︑
印
刷
出
版
文
化
の
拡
大
に
よ

っ
て
宗
教
意
識
を
共
有
し
︑
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
つ
な
が
り
を
形
成
し

て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒
印
刷
出
版
文
化
の
普
及
が
共
同
体
意
識
の
構
築
に
寄

与
す
る
こ
と
は
︑
Ｂ
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
﹁
出
版
資
本
主
義⑥
﹂
の
議
論
に
お

い
て
も
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
︑
同
様
の
構
図
が
こ
こ
に
も
当
て
は
ま

る
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
こ
の
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
︑
本
書
に
お
い
て

﹁
宗
教
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
﹂
の
辿
っ
た
道
は
︑
宗
教
ゆ
え
の
特
殊
性
に

よ
っ
て
は
説
明
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
︒

評
者
が
本
書
の
説
く
近
代
世
俗
化
論
へ
の
批
判
に
対
し
︑
違
和
感
が
ぬ
ぐ

い
き
れ
な
い
の
は
︑
単
に
宗
教
組
織
や
宗
教
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
存
在
を
も

っ
て
︑
近
代
を
﹁
非
世
俗
﹂
で
あ
る
と
断
定
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒

果
た
し
て
そ
こ
に
﹁
信
仰
﹂
の
問
題
は
無
関
係
な
の
だ
ろ
う
か
︒
む
し
ろ
こ

こ
で
﹁
信
仰
﹂
に
つ
い
て
問
わ
な
い
こ
と
が
︑
か
え
っ
て
﹁
近
代
＝
世
俗
﹂

の
論
理
を
強
化
す
る
と
い
う
︑
矛
盾
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

何
を
も
っ
て
世
俗
化
と
す
る
の
か
︑
あ
る
い
は
非
世
俗
化
と
す
る
の
か
︑
改

め
て
そ
こ
か
ら
問
い
直
す
こ
と
こ
そ
が
︑
真
に
近
代
世
俗
パ
ラ
ダ
イ
ム
へ
の

応
答
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

次
に
︑
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
推
進
力
と
し
て
の
宗
教
と
い
う
点
か

ら
批
評
し
た
い
︒
本
書
が
提
示
す
る
﹁
宗
教
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
﹂
と
い

う
概
念
が
宗
教
運
動
一
般
か
ら
自
立
し
た
意
味
を
持
つ
の
は
︑
近
代
化
に
よ

り
そ
の
運
動
が
質
的
転
換
を
遂
げ
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
な
市
民
社
会
に
人
々
を
導

く
役
割
を
果
た
し
た
た
め
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
実
際
に
全
章
を
通
読
し
て
み
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る
と
︑
近
代
的
特
質
や
信
者
間
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
連
携
に
ま
で
議
論
が
及
ば

な
い
章
が
い
く
つ
か
あ
る
︒
そ
の
原
因
は
︑﹁
宗
教
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
﹂

と
い
う
本
書
の
キ
ー
概
念
自
体
が
曖
昧
で
︑
各
著
者
間
の
理
解
に
不
一
致
を

も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

南
東
欧
に
お
け
る
正
教
運
動
の
展
開
を
考
察
し
た
第
一
一
章
は
そ
の
顕
著

な
例
で
あ
ろ
う
︒
こ
こ
で
著
者
は
︑﹁
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
﹂
と
い

う
語
を
﹁
多
様
な
言
語
・
文
化
を
持
つ
人
々
が
宗
教
的
に
動
機
づ
け
ら
れ
た

運
動
の
中
で
共
存
す
る
現
象
﹂
と
定
義
し
て
お
り
︵
二
五
四
頁
︶︑
前
近
代

に
お
け
る
正
教
徒
ら
の
巡
礼
や
修
道
院
生
活
も
ま
た
︑
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
の
一
つ
と
し
て
い
る
︒
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
台
頭
に
よ
り
正
教
世
界

は
各
国
に
分
断
さ
れ
る
が
︑
異
な
る
国
家
間
の
聖
職
者
同
士
が
協
調
関
係
を

保
持
し
た
例
と
し
て
ア
ト
ス
山
の
事
例
を
挙
げ
た
際
に
は
︑
そ
う
し
た
共
存

の
あ
り
方
を
正
教
の
伝
統
・
遺
産
を
継
承
す
る
も
の
と
位
置
付
け
て
い
る
︒

こ
う
し
た
見
方
の
中
に
︑
近
代
に
入
り
正
教
が
受
け
た
影
響
は
窺
え
て
も
︑

宗
教
運
動
自
体
の
近
代
的
特
質
は
見
て
取
れ
な
い
︒
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
台
頭

前
後
の
言
語
的
・
文
化
的
相
違
を
取
り
巻
く
状
況
の
変
化
に
つ
い
て
言
及
せ

ず
︑
従
っ
て
運
動
の
近
代
的
特
質
へ
の
考
察
の
な
い
本
論
文
は
︑
果
た
し
て

﹁
宗
教
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
﹂
を
扱
っ
た
も
の
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
︒

第
一
〇
章
に
も
同
様
の
問
題
が
見
ら
れ
る
︒
本
章
は
現
在
の
イ
エ
メ
ン
に

位
置
す
る
地
域
ハ
ド
ラ
マ
ウ
ト
か
ら
エ
ジ
プ
ト
︑
南
フ
ィ
リ
ピ
ン
︑
南
ア
フ

リ
カ
や
日
本
へ
と
世
界
各
地
に
離
散
し
た
ム
ハ
ン
マ
ド
の
子
孫
ら
︵
サ
イ
イ

ド
︶
の
近
代
化
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
が
︑
彼
ら
の
地
域
間
で
の
関
係
は

言
及
さ
れ
な
い
︒
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
自
体
は
前
近
代
か
ら
の
現
象
で
あ
り
︑
単

に
世
界
各
地
に
点
在
す
る
こ
と
を
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
呼
ぶ
こ
と
は

で
き
な
い
だ
ろ
う
︒
果
た
し
て
こ
れ
は
﹁
宗
教
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
﹂
の

限
界
な
の
か
︒
む
し
ろ
︑
第
五
章
で
示
さ
れ
る
マ
ス
タ
ー
・
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
の

背
後
で
衰
退
し
た
最
後
の
前
近
代
的
事
例
と
い
っ
た
印
象
す
ら
受
け
る
︒

﹁
宗
教
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
﹂
の
定
義
に
は
︑
本
書
の
主
題
上
︑
世
界
各

地
の
信
者
が
宗
教
を
軸
に
連
携
す
る
と
い
う
要
素
が
必
要
だ
っ
た
の
で
は
な

い
か
︒

先
に
述
べ
た
第
Ⅲ
部
で
の
定
義
上
の
限
界
は
︑
こ
う
し
た
曖
昧
な
概
念
設

定
に
由
来
す
る
と
思
わ
れ
る
︒
編
者
に
よ
れ
ば
︑
第
一
〇
章
及
び
第
一
五
章

の
事
例
は
︑﹁
宗
教
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
を
︑
出
自
や
信
仰
で
な
く
︑
世

論
や
行
動
主
義
の
共
同
体
と
す
る
我
々
の
描
写
に
重
要
な
限
界
を
提
示
す
る

も
の
﹂︵
一
二
頁
︶
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
出
自
や
信
仰
の
重
視
と
︑
自
発
的

に
意
見
し
︑
行
動
す
る
と
い
う
﹁
宗
教
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
﹂
の
特
徴
は

両
立
し
う
る
も
の
だ
︒
第
一
五
章
は
︑
主
と
し
て
植
民
地
時
代
に
広
が
っ
た

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
ら
の
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
考
察
し
た
も
の

で
あ
る
が
︑
こ
こ
で
の
限
界
は
︑
運
動
が
イ
ン
ド
本
土
の
人
々
と
離
散
し
た

人
々
に
よ
る
血﹅

縁﹅

重
視
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
支
え
ら
れ
て

い
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
世
界
各
地
を
ま
た
い
で
の
活
動

や
︑
そ
こ
に
見
ら
れ
る
行
動
主
義
は
︑﹁
宗
教
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
﹂
の

当
初
の
定
義
に
沿
う
︒
一
方
︑
第
一
〇
章
で
の
出
自
上
の
限
界
は
︑
運
動
の

主
導
者
が
サ
イ
イ
ド
に
限
ら
れ
て
い
た
と
い
う
意
味
で
の
限
界
で
あ
る
︒
つ

ま
り
︑
大
衆
は
主
体
に
上
が
っ
て
こ
ず
︑
こ
れ
は
そ
も
そ
も
の
定
義
に
即
し

て
い
な
い
︒

以
上
の
通
り
︑
本
書
は
概
念
に
お
け
る
定
義
上
の
問
題
の
た
め
に
︑
編
者

が
最
も
重
視
し
た
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
は
ず
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン

の
視
角
が
所
々
抜
け
落
ち
て
い
る
︒
し
か
し
︑
宗
教
が
人
々
を
グ
ロ
ー
バ
ル

な
市
民
社
会
へ
と
導
く
要
因
と
な
っ
た
と
い
う
本
書
独
自
の
見
解
は
一
定
の
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説
得
力
を
持
つ
︒
世
界
各
地
で
生
じ
る
宗
教
上
の
苦
難
や
迫
害
の
た
め
に
︑

募
金
活
動
や
教
育
活
動
が
自
発
的
か
つ
草
の
根
的
に
為
さ
れ
た
の
は
︑
そ
の

背
後
に
あ
る
宗
教
的
動
機
を
除
い
て
は
理
解
で
き
な
い
︒
市
民
社
会
に
人
々

が
進
出
す
る
大
き
な
き
っ
か
け
と
し
て
宗
教
が
あ
っ
た
こ
と
は
︑
決
し
て
否

定
し
え
な
い
こ
と
で
あ
る
︒

本
書
は
三
つ
の
章
に
わ
た
り
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
近
代
市
民
社
会
に
お

い
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
が
ど
の
よ
う
な
方
法
で
そ
の
宗
教
的
共
同
体
を
維

持
し
て
き
た
の
か
を
︑
様
々
な
視
点
か
ら
網
羅
的
に
検
討
し
た
野
心
的
な
試

み
で
あ
る
︒
こ
こ
ま
で
批
判
し
て
き
た
よ
う
に
︑
本
書
に
は
信
仰
の
側
面
へ

の
考
察
不
足
や
地
域
間
連
携
を
必
要
条
件
と
し
な
い
概
念
設
定
の
点
で
問
題

が
感
じ
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑﹁
宗
教
﹂
を
名
目
に
し
た
運
動
が
近
代
に
入
り

質
的
転
換
を
遂
げ
︑
人
々
の
間
に
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
座
を
与
え
て
い
っ
た
と

い
う
革
新
的
見
解
を
提
示
し
た
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
︒
そ
の
視
角
の
様
々

な
事
例
へ
の
適
用
可
能
性
は
︑
こ
こ
で
は
定
義
を
緩
め
る
こ
と
で
検
討
さ
れ

ず
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
が
︑
今
後
地
域
間
の
関
係
性
や
信
仰
の
側
面
か
ら

の
考
察
を
進
め
る
こ
と
で
︑
新
た
な
成
果
を
期
待
で
き
る
だ
ろ
う
︒

先
に
示
し
た
通
り
︑
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
宗
教
的
主
張
の
差
異
は
︑

実
は
そ
れ
ほ
ど
明
確
で
は
な
い
︒
世
俗
の
論
理
の
中
に
押
し
込
め
ら
れ
て
き

た
宗
教
問
題
が
紛
糾
す
る
今
日
︑
宗
教
そ
れ
自
体
を
再
度
考
察
す
る
こ
と
が

不
可
欠
で
あ
る
︒
そ
の
よ
う
な
中
で
︑
本
書
は
︑
近
代
世
俗
パ
ラ
ダ
イ
ム
の

再
検
討
と
い
う
研
究
潮
流
の
一
翼
を
担
い
︑
近
代
史
学
に
対
し
て
︑
安
易
な

世
俗
化
論
と
は
異
な
る
︑﹁
宗
教
﹂
と
い
う
新
た
な
視
角
を
確
か
に
開
く
も

の
で
あ
る
︒

①

社
会
学
の
分
野
に
お
い
て
は
︑
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
︑
チ
ャ
ー
ル
ズ
・

テ
イ
ラ
ー
他
著
︑
箱
田
徹
︑
金
城
美
幸
共
訳
﹃
公
共
圏
に
挑
戦
す
る
宗
教

ポ

ス
ト
世
俗
化
時
代
に
お
け
る
共
棲
の
た
め
に
﹄
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
二
年
︵
原
著

二
〇
一
一
年
︶
が
︑
ま
た
︑
歴
史
学
に
お
い
て
は
︑
中
野
智
世
︑
前
田
更
子
ほ
か

編
著
﹃
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
キ
リ
ス
ト
教

カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
社
会
史
﹄
勁
草
書

房
︑
二
〇
一
六
年
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
︒

②

“Jew
ish”
の
訳
語
に
つ
い
て
は
︑
様
々
な
論
争
が
あ
る
も
の
の
︑
宗
教
イ
ン

タ
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ナ
シ
ョ
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︑
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