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い
わ
ゆ
る
「
政
治
的
な
も
の
」
と
終
末
論

j架

井

智

朗

「
政
治
的
な
も
の
」
と
宗
教

「
政
治
的
な
も
の
」

の
多
様
な
定
義
を
整
理
す
る
こ
と
は
困
難
な
作
業
で
あ
る
し
、

(2) 

そ
れ
自
体
概
念
史
の
大
き
な
課
題
で
も
あ
る
。
こ
こ

で
「
政
治
的
な
も
の
」

の
厳
密
な
定
義
を
試
み
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、

そ
れ
は
本
論
の
課
題
を
超
え
る
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
れ
故
に
こ

こ
で
は
議
論
の
展
開
上
、
ま
た
今
日
の
政
治
哲
学
の
諸
議
論
も
ふ
ま
え
、
「
政
治
的
な
も
の
」
を
「
支
配
」
と

「
共
同
体
」

の
問
題
、
あ
る

い
は
「
共
同
体
の
支
配
」

の
問
題
と
仮
に
定
義
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
定
義
を
前
提
と
し
て
、

キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
「
政
治

的
な
も
の
」
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
と
っ
て
「
政
治
的
な
も
の
」

は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
か
、

と
い
〉
つ

」
と
に
つ
い
て
考
え
る
が
本
論
の
目
的
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
「
政
治
的
な
も
の
」
、
あ
る
い
は
宗
教
と

「
政
治
的
な
も
の
」
と
の
関
係
と
い
う
問
題
は
、
こ
れ
ま
で
主
と
し
て

二
つ
の
パ

1
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。

ひ
と
つ
は
純
粋
に
教
義
学
的
な
問
題
と
し
て
、
た
と
え
ば
教
父
た
ち
に
お
い
て

聖
書
の
解
釈
の
適
応
と
し
て
、
ま
た
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
の
『
神
学
大
全
』
の
中
で
、

キ
リ
ス
ト
教
的
徳
の
適
応
の
問
題
と
し
て
、
あ
る



い
は
ジ
ャ
ン
・
カ
ル
ヴ
ア
ン
の
『
綱
要
』
に
お
い
て
は
キ
リ
ス
ト
者
の
自
由
の
問
題
の
中
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
こ
こ
で
は
こ
の
パ

l
ス
ぺ

ク
テ
ィ
ヴ
に
お
け
る
議
論
は
取
り
扱
わ
れ
な
い
。

も
う
ひ
と
つ
は
宗
教
社
会
学
、
あ
る
い
は
宗
教
人
類
学
的
な
パ

l
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
お
い
て
な
さ
れ
て
き
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

「
政
治
的
な
も
の
」
を

の
問
題
と
考
え
る
な
ら
ば
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
社
会
で
は
、
宗
教
的
な
権
威
が
社
会
に
お
け
る
支

「
共
同
体
の
支
配
」

配
の
正
統
性
を
基
礎
付
け
る
も
っ
と
も
典
型
な
も
の
で
あ
っ
た
し
、

一
部
で
は
今
日
で
も
そ
う
あ
り
続
け
て
い
る
こ
と
は
疑
う
こ
と
は
で
き

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
キ
リ
ス
ト
教
史
に
お
け
る
教
会
と
国
家
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
は
こ
の
視
点
か
ら
の
考
察
で

(3) 

あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
社
会
学
や
人
類
学
は
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
史
に
お
い
て
果
た
し
た

な
い
し
、

「
支
配
の
社
会
学
は
、
近
代
以
前
は
宗
教
と
社
会
と
の
関
係
の
記
述
で
あ
り
、
近
代
以
後
は
こ
の
関
係
の
世
俗
化

役
割
を
分
析
し
て
い
る
。

(4) 

の
歴
史
で
あ
る
」
と
い
う
ハ
ン
ス
・
ブ
ル

1
メ
ン
ベ
ル
ク
の
命
題
は
今
日
な
お
有
効
な
視
点
で
あ
ろ
う
。
ま
た
発
展
史
的
な
視
点
を
も
っ
た

政
治
史
に
お
い
て
は
、

い
わ
ゆ
る
未
開
社
会
に
お
け
る
政
治
と
宗
教
と
の
一
致
の
状
況
か
ら
今
日
の
政
治
と
宗
教
と
の
分
離
の
原
則
ま
で
の

展
開
の
記
述
の
一
部
と
し
て
、

キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
「
政
治
的
な
も
の
」

に
つ
い
て
論
じ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
は
後
者
の
パ

1
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
お
け
る
議
論
を
参
照
し
つ
つ
も
、

「
神
学
史
」

の
視
点
か
ら
問
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
み
た
い
。

「
神
学
史
」

と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
神
学
史
と
社
会
史
と
結
び
つ
き
を
試
み
る
研
究
方
法
で
あ
る
。

と
は
、
単
に

「
神
学
の
歴
史
」

は
ド
グ
マ
の
記
述
と
し
て
の
神
学
研
究
で
は
な
く
、
あ
る
特
定
の
ド
グ
マ
を
も
っ
た
人
間
あ
る
い
は
共
同
体
の
行
動
の
特
質
の
記
述
と
し
て

の
神
学
研
究
で
あ
る
。
そ
れ
は

に
つ
い
て
の
考
察
に
お
い
て
も
有
効
な
視
点
を
提
示
し
得
る
で
あ
ろ
う
。

「
政
治
的
な
も
の
」

そ
れ
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「
政
治
的
な
も
の
」
と
終
末
論

既
に
述
べ
た
通
り
、

「
政
治
的
な
も
の
」
と
宗
教
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
研
究
は
そ
れ
ま
で
主
と
し
て
社
会
学
や
人
類
学
の
分
野
で
な
さ

れ
て
き
た
と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
し
こ
れ
か
ら
の
試
み
は
い
ず
れ
も
、
社
会
に
お
け
る
、
あ
る
い
は
政
治
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
宗
教
の
機
能

に
つ
い
て
論
じ
て
は
い
る
が
、

キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
「
政
治
的
な
も
の
」
が
持
つ
特
殊
キ
リ
ス
ト
教
的
な
要
素
を
明
ら
か
に
し
た
と
い
う

こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
れ
に
対
し
て
こ
の
問
題
を
よ
り
神
学
的
に
考
察
し
よ
う
と
し
た
の
が
、

ヤ
!
コ
プ
・
タ
ウ
ベ
ス
と
そ
の
周
辺
の
研
究

者
た
ち
の
仕
事
で
あ
ろ
う
。
彼
の
仕
事
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
こ
と
は
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る

「
政
治
的
な
も
の
」

の
考
察
を
終
末
論
の
視

点
か
ら
展
開
し
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

「
終
末
論

(5) 

は
あ
ら
ゆ
る
政
治
神
学
の
母
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
及
び
そ
れ
に
付
随
す
る
い
く
つ
か
の
命
題
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
タ

タ
ウ
ベ
ス
の
一
連
の
政
治
神
学
に
関
す
る
諸
論
文
の
中
で
展
開
さ
れ
た
議
論
を
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は

ウ
ベ
ス
の
命
題
は
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
は
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
終
末
論
を
持
っ
て
い
た
た
め
に
「
政
治
的
な
も
の
」

の
意
味
を
認
め
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
と
い
う
第
一
の
命
題
と
、
こ
の
終
末
論
は
政
治
的
に
は
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
公
認
に
よ
っ
て
、
神
学

的
に
は
エ
ウ
セ
ビ
オ
ス
の
登
場
に
よ
る
終
末
論
の
修
正
に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
た
と
い
う
第
二
の
命
題
と
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
お
。

タ
ウ
ベ
ス
に
よ
れ
ば
、
イ
エ
ス
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
終
末
論
に
支
配
さ
れ
て
い
た
原
始
キ
リ
ス
ト
教
に
と
っ
て
、
国
家
や
社
会
シ
ス
テ
ム
は

「
と
り
あ
え
ず
の
関
心
事
で
は
な
か
つ
が
)
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
と
っ
て
こ
の
世
の
国
家
や
そ
の
政
治
は
主
要
な
関
心

事
で
は
な
く
、
彼
ら
に
と
っ
て
重
要
な
問
題
は
急
接
近
し
て
い
る
は
ず
の

「
神
の
国
」
と
そ
こ
に
お
け
る
信
仰
で
あ
っ
た
。
国
家
や
社
会
シ

ス
テ
ム
は
過
ぎ
去
る
も
の
で
あ
り
、

キ
リ
ス
ト
者
に
と
っ
て
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
持
つ
も
の
と
は
む
し
ろ
「
神
の
国
」
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に



な
る
。
キ
リ
ス
ト
者
は
確
か
に
「
こ
の
世
の
国
」

で
は
な
く
、
こ
の
世
が
終
わ
っ
て
や
っ
て
く
る
「
神
の
国
の
民
」
と
し
て
の

の

「
市
民
」

自
覚
を
持
っ
て
い
た
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
原
始
キ
リ
ス
ト
教
に
は

は
存
在
し
得
な
か
っ
た
と
い
う
の
で

「
政
治
的
な
も
の
」

あ
る
。

そ
れ
故
に

M
・
ハ
イ
デ
ガ

1
の
み
な
ら
ず
、

M
・
メ
ル
ロ
H

ポ
ン
テ
ィ
ー
も
「
神
学
が
政
治
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
ほ
ど
非
神
学
的

と
言
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
第
一
の
命
題
の
意
味
で
あ
る
。

な
命
題
は
あ
り
得
な
い
」

し
か
し
終
末
論
の
故
に
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て

は
意
味
を
持
た
な
か
っ
た
と
述
べ
て
議
論
を
終
わ
ら
せ
る
こ
と
が
タ

「
政
治
的
な
も
の
」

ウ
ベ
ス
の
目
的
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
第
一
の
命
題
に
は
第
一
の
命
題
を
修
正
す
る
第
二
の
命
題
が
登
場
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う

な
原
始
キ
リ
ス
ト
教
の
終
末
論
的
な
態
度
が
大
き
な
転
換
を
経
験
す
る
の
は
、

コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
一
世
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
公
認
と

い
う
出
来
事
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
第
二
の
命
題
で
あ
る
。

そ
れ
は
政
治
神
学
的
な
視
点
か
ら
見
る
な
ら
ば
、

キ
リ
ス
ト

教
が
、

と
し
て
、
現
世
を
拒
否
し
て
生
き
る
と
い
う
態
度
を
撤
回
し
、

と
し
て
生
き
る
道
を
選

「
神
の
国
の
民
」

ロ
ー
マ
帝
国
の

「
市
民
」

ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
タ
ウ
ベ
ス
は
考
え
て
い
る
。

そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
が
そ
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
終
末
論
の
故
に
「
政
治

的
な
も
の
」
を
拒
否
す
る
現
世
否
定
的
な
団
体
で
は
な
く
、

「
宗
教
」
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

む
し
ろ
政
治
的
な
意
味
に
お
い
て

こ
れ
が
厳
密
な
意
味
で
の
宗
教
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
の
誕
生
で
あ
る
。

そ
れ
は
終
末
論
的
な
神
の
国
の
意
識
の
後
退
、
な
い
し
は
改
造
と

引
き
換
え
に
生
じ
た
こ
と
で
あ
っ
た
と
タ
ウ
ベ
ス
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
ユ
ル
ゲ
ン
・
モ
ル
ト
マ
ン
が

「
キ
リ
ス
ト
教
は
公
認

さ
れ
、

キ
リ
ス
ト
教
が
ロ

l
マ
の
国
家
宗
教
を
引
き
う
け
、

「
自
ら
を
『
宗
教
化
す
る
』
」

「
キ
リ
ス
ト
教
は
こ

と
述
べ
た
出
来
事
で
あ
り
、

の
時
以
来
、

(9) 

で
あ
る
。

ま
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
キ
リ
ス
ト
教
化
以
来
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
公
共
宗
教
の
役
割
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
も
な
っ
た
」

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
改
造
は
、
単
に
政
治
的
、
社
会
的
な
要
因
に
よ
っ
て
生
じ
た
の
で
は
な

く
、
む
し
ろ
キ
リ
ス
ト
教
の
内
部
要
因
に
よ
っ
て
、

た
と
え
ば
エ
ウ
セ
ビ
オ
ス
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
「
帝
国
神
学
」

の
構
築
に
よ
っ
て
完
成
し

た
と
言
う
こ
と
が
タ
ウ
ベ
ス
の
見
方
で
あ
る
。

そ
れ
は
具
体
的
に
は
イ
エ
ス
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
終
末
論
の

で
あ
っ
た
。
確
か
に

「
再
解
釈
」

の

いわゆる「政治的なもの」と終末論I85 



」
の
時
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
は
社
会
に
お
け
る

「
公
共
的
宗
教
」
(
吉
E
W
R
E
m
-。
ロ
)
と
し
て
の
性
格
を
、

ロ
ー
マ
帝
国
と
い
う
背
景
、
あ
る

い
は
そ
の
後
の
変
化
し
た
統
治
機
構
の
中
の
持
ち
続
け
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
キ
リ
ス
ト
教
は
終
末
を
待
ち

186 

望
む
キ
リ
ス
ト
の
「
肢
体
」

(g弓
5)
と
し
て
の
教
会
か
ら
、

ロ
ー
マ
帝
国
の
中
で
法
的
な
意
味
に
お
け
る

「
団
体
」

(g弓
5)
と
変
容

し
た
の
で
あ
る
。
タ
ウ
ベ
ス
の
命
題
は
、
こ
の
よ
う
な
終
末
論
の
後
退
に
よ
っ
て
、

キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る

「
政
治
的
な
も
の
」

の
理
解
が

ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
か
ら
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
へ
と
転
換
し
た
と
図
式
を
前
提
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
故
に
原
始
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
終
末
論
の
後
退

と
い
う
出
来
事
こ
そ
、

キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る

「
政
治
的
な
も
の
の
母
」

で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

終
末
論
は
あ
ら
ゆ
る
政
治
神
学
の
母
な
の
か
?

ー
ー
ヤ
コ
ブ
・
タ
ウ
ベ
ス
の
類
型
論
の
評
価
と
批
判

タ
ウ
ベ
ス
の
命
題
は
、

キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る

「
政
治
的
な
も
の
」
を
終
末
論
の
視
点
か
ら
説
明
し
よ
う
と
し
た
点
で
確
か
に
意
味
深
い

も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
タ
ウ
ベ
ス
の
第
一
の
命
題
と
第
二
の
命
題
と
の
区
別
と
そ
の
関
係
の
記

述
、
す
る
な
わ
ち
、
第
一
の
命
題
か
ら
第
二
の
命
題
へ
の
展
開
と
い
う
事
態
は
、

ど
れ
だ
け
歴
史
的
な
事
態
に
即
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
ま
た
原
始
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
終
末
論
は
タ
ウ
ベ
ス
の
言
う
よ
う
な
意
味
で
の
転
換
や
修
正
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
第
一
の
命
題
に
つ
い
て
言
う
な
ら
ば
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
、

「
政
治
的
な
も
の
」

は
意
味
を
持
た
な
か
っ
た
の
で
は
な
く
、

も
し
政
治
的
な
も
の
を
共
同
体
の
支
配
の
問
題
と
考
え
る
な
ら
ば
、

む
し
ろ
政
治
的
な
も
の
は
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、

急
接
近
し
て
い
る

「
神
の
国
」

は
明
ら
か
に
「
支
配
」

の
問
題
と
の
関
係
で
考
え
ら
れ
て
い
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ま
た
第
二
の
命
題
に
つ
い
て
言
う
な
ら
ば
、

コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
帝
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
公
認
以
後
、

エ
ウ
セ
ビ
オ
ス
の

「
帝
国
神



学
」
そ
れ
自
体
は
短
命
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
タ
ウ
ベ
ス
が
言
う
よ
う
な
終
末
論
を
完
全
に
忘
却
し
た

「
帝
国
神
学
」

は
む
し
ろ
極
端
な
立

場
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
の
点
で
わ
れ
わ
れ
は
エ
リ
ッ
ク
・
ぺ

1
タ

1
ソ
ン
の
『
政
治
的
問
題
と
し
て
の
一
神
教
』
を
思
い

起
こ
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(m) 

あ
っ
た
。

そ
の
中
で
ぺ

l
タ

1
ソ
ン
が
取
り
上
げ
た
の
も
エ
ウ
セ
ビ
オ
ス
及
び
彼
の
政
治
神
学
と
し
て
の

「
帝
国
神
学
」

エ
ウ
セ
ピ
オ
ス
の

「
政
治
神
学
」
と
は
ぺ

i
タ

1
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、

い
わ
ば
キ
リ
ス
ト
教
の
神
論
に
基
づ
く
政
治
神
学
の
構
築
と
い
う
こ

と
な
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
支
配
の
構
造
、
あ
る
い
は
支
配
の
正
統
性
を
神
論
と
い
う
、
ド
グ
マ
に
よ
っ
て
構
築
す
る
と
い
う
も
の
で
あ

る

「
唯
一
の
神
」
と

の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
を
主
張
し
、
皇
帝
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
に
よ
る
世
界
統

エ
ウ
セ
ビ
オ
ス
は

「
地
上
の
唯
一
の
支
配
者
」

一
に
よ
っ
て
、
唯
一
の
神
は
イ
エ
ス
を
誕
生
さ
せ
た
と
い
う
歴
史
神
学
的
政
治
神
学
を
展
開
し
た
。

エ
ウ
セ
ビ
オ
ス
が
ル
カ
文
書
の
後
の
歴

史
を
書
く
と
い
う
意
識
で
彼
の
『
教
会
史
』
を
著
し
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
彼
の
『
教
会
史
』
は
、

「
使
徒
行
伝
」

続
す
る
記
述
か
ら
開
始
さ
れ
、

い
わ
ゆ
る

「
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
一
世
の
勝
利
」
ま
で
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
ぺ

1
タ

l
ソ
ン
が
読
み
取
っ
た
エ
ウ
セ
ビ
オ
ス
の
キ
リ
ス
ト
教
解
釈
も
ま
さ
に
「
イ
エ
ス
の
神
の
国
」
の
福
音
の
変
容
者
に
し
て
、

「
宗
教
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
」

の
創
設
者
と
し
て
の
エ
ウ
セ
ビ
オ
ス
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

ぺ
l
タ
!
ソ
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
エ
ウ
セ
ビ
オ
ス
に
よ
っ
て
宗
教
的
な
終
末
は
政
治
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

そ
れ
は
将
来
に
お
い
て
待
望
さ
れ
て
い
る
も
の

で
は
な
く
、
皇
帝
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
の
支
配
に
よ
っ
て
既
に
成
就
し
て
し
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
こ
と
は
終
末
論
へ
の
エ
ウ
セ

ビ
オ
ス
の
嫌
悪
と
関
連
し
て
お
り
、
政
治
家
と
し
て
の
エ
ウ
セ
ビ
オ
ス
は
伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
の
終
末
論
で
は
な
く
、
政
治
的
な
ユ
ー
ト

ピ
ア
ニ
ズ
ム
へ
と
傾
斜
し
て
行
っ
た
の
で
あ
れ
)
」
。
ぺ

1
タ

l
ソ
ン
に
よ
れ
ば
エ
ウ
セ
ビ
オ
ス
は
イ
エ
ス
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
終
末
論
を
政
治

的
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
変
容
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
を
「
こ
の
世
の
宗
教
」

に
仕
立
て
上
げ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
ぺ

1
タ
!
ソ
ン
は
こ
の
エ
ウ
セ
ビ
オ
ス
の
帝
国
神
学
は
古
代
教
会
の
歴
史
の
中
で
、

「
神
学
的
に
」
挫
折
し
て
し
ま
っ
た
と
見
た
。

そ
れ
故
に
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
神
に
つ
い
て
の
唯
一
神
論
は
、
三
位
一
体
論
と
い
う
、
ド
グ
マ
の
成
立
に
よ
っ
て
挫
折
せ
ざ
る で接

いわゆる「政治的なもの」と終末論187 



(ロ)

を
得
な
か
っ
た
」
。
す
な
わ
ち
ぺ

1
タ

1
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、

キ
リ
ス
ト
教
の
神
論
は

「
唯
一
神
論
」

で
は
な
く
、
教
会
会
議
の
決
定
に
よ
り

「
三
位
一
体
論
」
が
、
ド
グ
マ
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、

そ
れ
に
よ
っ
て
エ
ウ
セ
ビ
オ
ス
の
帝
国
神
学
の
骨
格
に
あ
る

「
唯
一
の
神
」
と

地
上

188 

の
唯
一
の
支
配
者
」

の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
は
神
学
的
に
成
立
の
基
盤
を
失
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
彼
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
三
位
一
体
論
の
成
立
に
よ
っ
て
政
治
問
題
と
し
て
の
唯
一
神
論
が
神
学
的
に
退
け
ら
れ
た
だ
け
で
は
な
く
て
、

キ
リ
ス
ト
教
の
宣
教
の
業

を
政
治
的
な
状
況
の
正
当
化
の
た
め
に
用
い
る
と
い
う
い
か
な
る
悪
用
と
も
、
あ
る
い
は
『
い
か
な
る
政
治
神
学
』
と
も
決
別
す
べ
き
で

あ
硲
」
。
「
こ
う
し
て
一
神
教
が
政
治
問
題
と
し
て
神
学
上
禁
じ
ら
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
は
ロ

1
マ
皇
帝
と
の
結
託
か
ら
完
全
に
解
放
さ
れ

た
ば
か
り
で
は
な
く
て
、
政
治
状
況
を
正
当
化
す
る
た
め
に
キ
リ
ス
ト
教
の
ケ
リ
ュ
グ
マ
を
用
い
る
あ
ら
ゆ
る
『
政
治
神
学
』
と
の
決
裂

が
、
原
理
上
完
結
し
た
の
で
あ
る
。
『
政
治
神
学
』
の
ご
と
き
も
の
が
な
お
存
在
し
得
る
の
は
、

(M) 

て
の
み
で
あ
る
」
。
ぺ

1
タ
l
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、

お
そ
ら
く
ユ
ダ
ヤ
教
や
異
教
の
地
に
お
い

エ
ウ
セ
ビ
オ
ス
の
帝
国
神
学
は
提
示
さ
れ
て
ま
も
な
く
そ
の
主
張
の
根
拠
を
失
い
、
破
壊

さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
ぺ

1
タ
l
ソ
ン
は

(
日
)

っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
が
そ
れ
は
正
し
い
指
摘
で
あ
ろ
う
。

「
神
学
に
よ
る
支
配
の
単
純
化
さ
れ
た
基
礎
付
け
は
こ
れ
以
後
十
仔
在
不
可
能
に
な

タ
ウ
ベ
ス
が
述
べ
る
通
り
、
確
か
に
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る

「
政
治
的
な
も
の
」
、
あ
る
い
は
共
同
体
に
お
け
る
お
け
る
支
配
の
問
題
を

考
え
る
際
に
「
終
末
論
」

は
有
効
な
視
点
を
提
示
し
て
く
れ
る
。
し
か
し
歴
史
的
な
事
態
は
タ
ウ
ベ
ス
が
整
理
し
て
見
せ
た
程
に
は
図
式
的

で
は
な
い
。
終
末
論
の
故
に
政
治
的
な
も
の
が
意
味
を
も
た
な
い
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
帝
以
前
の
世
界
が
あ
っ
て
、
彼
に
よ
る
キ
リ
ス
ト

教
公
認
に
よ
っ
て
、
今
後
は
終
末
論
が
忘
れ
去
ら
れ
、

「
政
治
的
な
も
の
」

の
み
が
神
学
の
課
題
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
。
タ
ウ
ベ
ス
は
終

末
論
に
よ
っ
て
政
治
的
な
も
の
を
類
型
化
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
彼
の
類
型
に
お
い
て
は
終
末
論
が
も
っ
パ
ラ
ド
ク
ス
や
緊
張
感
は

何
の
意
味
も
持
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る

「
政
治
的
な
も
の
」
に
つ
い
て
終
末
論
的
な
視
点
か
ら
考
え
る
際
に
重
要
な
の
は
、
こ
の
両
者
の
間
に
も
う
ひ
と

つ
の
立
場
、

い
わ
ば
「
第
三
の
立
場
」
が
存
在
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
終
末
の
遅
延
を
意
識
し
つ
つ
、
終
末
ま
で
の
時



間
的
・
空
間
的
な
現
実
の
暫
定
的
な
支
配
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
と
い
う
課
題
と
取
り
組
ん
だ
立
場
で
あ
る
。

い
わ
ば
こ
の

「
第
三

の
立
場
」
に
お
い
て
こ
そ
、
政
治
の
問
題
と
終
末
論
と
の
関
係
は
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
旅
人
の
神
学
」
の
終
末
論
、
あ
る
い
は
「
寄
留
者
と
し
て
の
教
会
」
の
系
譜

の

「
第
一
一
一
の
立
場
」
に
お
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
、
あ
る
い
は
教
会
は
、
神
の
国
に
向
か
っ
て
旅
す
る
姿
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
寄
留

者
の
姿
に
よ
っ
て
シ
ン
ボ
ラ
イ
ズ
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
第
三
の
立
場
に
お
い
て
、

キ
リ
ス
ト
教
が
ど
の
よ
う
な
意
味
で
共
同
体
の
支

配
の
問
題
、
す
な
わ
ち
こ
こ
で

「
政
治
的
な
も
の
」
と
呼
ん
だ
も
の
と
の
関
係
を
考
え
て
い
た
か
が
明
ら
か
に
な
る
。

そ
れ
を
こ
こ
で
は
、

「
旅
人
の
神
学
」
、
あ
る
い
は

「
寄
留
者
と
し
て
の
教
会
」
理
解
の
系
譜
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。

ヘ
プ
ル
人
へ
の
手
紙
は

そ
れ
は
次
の
よ
う
な
言
葉
に
よ

「
宿
営
の
外
に
あ
る
人
間
の
姿
」
(
一
一
二
・
一
四
)
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、

っ
て
さ
ら
に
シ
ン
ボ
ラ
イ
ズ
さ
れ
て
い
る
。

「
こ
れ
ら
の
人
は
み
な
、
信
仰
を
い
だ
い
て
死
ん
だ
。
ま
だ
約
束
の
も
の
は
受
け
て
い
な
か
っ

p
-
a
v
h

、

犬
カ

そ
し
て
地
上
で
は
旅
人
で
あ
り
、
寄
留
者
で
あ
る
こ
と
を
自
ら
言
い
表
し
た
」
(
一
一
・
二
二
)
。

は
る
か
に
そ
れ
を
望
み
見
て
喜
び
、

こ
の
よ
う
な
視
点
は
『
デ
ィ
オ
グ
ネ
l
ト
ス
へ
の
手
紙
』
五
章
に
お
い
て
さ
ら
に
鮮
明
に
、

か
つ
具
体
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト

教
徒
は

「
ギ
リ
シ
ア
の
都
市
に
も
、
外
国
に
も
住
み
、
衣
服
の
問
題
に
お
い
て
も
、
食
物
の
問
題
で
も
、

そ
れ
以
外
の
生
活
様
式
の
点
で

も
、
そ
の
土
地
の
習
慣
に
従
っ
て
は
い
る
が
、
し
か
し
驚
く
べ
き
、

そ
し
て
全
く
の
と
こ
ろ
奇
妙
な
性
格
の
生
き
方
を
示
し
て
い
る
。
彼
ら

は
自
分
自
身
の
母
国
に
住
ん
で
い
る
が
、

し
か
し
そ
れ
は
寄
留
者
の
よ
う
に
、

で
あ
る
。
市
民
の
よ
う
に
す
べ
て
の
こ
と
に
あ
ず
か
る
が
、

し
か
し
外
国
人
の
よ
う
に
す
べ
て
を
耐
え
忍
ん
で
い
る
。
異
郷
は
す
べ
て
彼
ら
の
故
郷
で
あ
り
、
故
郷
は
異
郷
で
あ
る
。
す
べ
て
の
人
と
同

じ
よ
う
に
、
彼
ら
は
結
婚
し
、
子
供
を
産
む
。
し
か
し
、
新
生
児
を
遺
棄
す
る
こ
と
は
な
い
。
共
同
の
食
卓
を
も
う
け
る
が
、
共
同
の
寝
室

いわゆる「政治的なもの」と終末論189 



を
設
け
る
こ
と
は
な
い
。
肉
に
あ
る
が
、
肉
に
従
っ
て
生
き
る
事
は
し
な
い
。
地
上
に
留
ま
っ
て
い
る
が
、
天
に
市
民
権
を
持
っ
て
い
る
。

定
め
ら
れ
た
法
律
に
従
う
が
、
自
分
の
生
活
で
は
法
律
に
打
ち
勝
っ
て
い
る
」
。

190 

こ
の
よ
う
な
シ
ン
ボ
ル
化
は
さ
ら
に
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
『
神
の
国
』
(
凶
門
戸
口
)
に
お
い
て
述
べ
て
い
る
次
の
よ
う
な
言
葉
か
ら
も

明
ら
か
で
あ
る
。
「
そ
れ
故
に
、
こ
の
天
の
国
は
地
上
を
寄
留
し
て
い
る
聞
に
、
あ
ら
ゆ
る
民
族
か
ら
そ
の
市
民
を
召
し
出
し
、
あ
ら
ゆ
る

言
語
の
寄
留
者
の
社
会
を
作
る
。
そ
し
て
、
神
の
国
の
平
和
を
も
た
ら
し
て
保
存
し
て
い
る
習
慣
や
法
律
や
制
度
の
相
違
に
は
何
ら
意
を
用

い
ず
、

そ
れ
ら
の
う
ち
の
何
も
の
を
も
廃
止
し
た
り
、
破
壊
し
た
り
せ
ず
、

む
し
ろ
そ
れ
ら
は
異
な
る
民
族
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
で
は
あ
っ

て
も
、
地
上
の
平
和
と
い
う
一
つ
の
同
じ
目
的
を
目
指
し
て
い
る
」
。

こ
の
ヘ
プ
ル
人
へ
の
手
紙
か
ら
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
へ
と
至
る
線
の
ス
ケ
ッ
チ
か
ら
明
ら
か
な
こ
と
は
、

キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
「
政
治

的
な
も
の
」
に
つ
い
て
の
二
つ
の
極
端
な
立
場
、
す
な
わ
ち
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
終
末
論
の
故
に
「
政
治
的
な
も
の
」
を
拒
否
す
る
立
場
で
も
な

く
、
神
学
の
政
治
化
に
よ
っ
て
終
末
論
的
神
の
国
を
喪
失
し
て
「
帝
国
神
学
」
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
立
場
で
も
な
く
、
自
ら
を
寄
留
者
や

旅
人
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
で
、
終
末
論
的
な
神
の
国
に
お
け
る
究
極
的
な
神
的
な
支
配
と
地
上
に
お
け
る
暫
定
的
な
支
配
の
関
係
の
中
に

こ
そ
、
政
治
的
な
課
題
と
し
て
の
支
配
の
問
題
を
考
え
る
立
場
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

二
王
国
説
と
千
年
王
国
説

|
|
「
政
治
的
な
も
の
」
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
関
係
に
お
け
る
二
つ
の
類
型

の

「
第
三
の
立
場
」
こ
そ
、
独
自
の
暫
定
性
の
認
識
の
故
に
、
も
っ
と
も
「
政
治
的
な
も
の
」
を
終
末
論
と
の
関
係
に
お
い
て
考
え
ね

ば
な
ら
な
か
っ
た
立
場
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
「
第
三
の
立
場
」
と
し
て
の
「
旅
人
の
神
学
」
、
あ
る
い
は

「
寄
留
者
の
教
会
論
」
に
も
、



そ
の
内
部
に
終
末
論
を
め
ぐ
っ
て
の
温
度
差
が
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
旅
人
の
神
学
は
終
末
論
の
喪
失
に
限
り
な
く
近
付
く
可
能
性
を

一
方
で
持
っ
て
お
り
、
他
方
で
現
実
の
政
治
や
支
配
の
問
題
が
破
棄
さ
れ
る
ほ
ど
に
終
末
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
が
強
く
な
る
可
能
性
を
も
っ
て

い
る
。
前
者
の
傾
向
に
傾
く
時
に
、
神
学
は

「
政
治
的
な
も
の
」
に
対
し
て
き
わ
め
て
接
近
し
、
こ
の
世
の
支
配
の
正
統
性
を
基
礎
付
け
る

論
理
と
な
る
。
支
配
の
た
め
に
神
学
的
な
基
盤
を
与
え
、
神
的
な
権
威
を
付
与
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
神
の
二
つ
の
統
治
様
式
と
し
て

の
い
わ
ゆ
る
二
王
国
説
の
さ
ま
ざ
ま
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
生
み
出
す
神
学
的
な
背
景
と
な
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
政
治
的
に
は
保
守
的
な
思

想
と
な
る
。

後
者
の
傾
向
に
傾
斜
す
る
時
に
、
神
学
は

「
政
治
的
な
も
の
」

か
ら
分
離
し
、
こ
の
世
の
支
配
の
非
正
統
性
を
明
ら
か
に
し
、
新
し
い
秩

序
な
い
し
は
神
の
完
全
な
支
配
の
実
現
の
到
来
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
現
行
の
支
配
体
制
を
批
判
す
る
も
の
と
な
る
。

そ
れ
は
い
わ
ば
「
千

年
王
国
説
」

の
さ
ま
ざ
ま
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。

す
な
わ
ち
図
表
の
も
っ
と
も
右
に
も
っ
と
も
保
守
的
な
立
場
の

「
二
王
国
説
」
が
位
置
付
け
ら
れ
、

そ
こ
で
は
終
末
論
は
後
退
す
る
。

し
て
左
側
に
は
千
年
王
国
説
が
位
置
付
け
ら
れ
、
左
に
行
け
ば
行
く
ほ
ど
終
末
論
は
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
な
る
。

そ
の
こ
と
か
ら
、

キ
リ
ス
ト

教
に
お
け
る

「
政
治
的
な
も
の
」
に
つ
い
て
終
末
論
的
に
考
え
る
な
ら
ば
、
タ
ウ
ベ
ス
が
言
う
よ
う
な
二
類
型
が
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、

「
政
治
的
な
も
の
」
に
つ
い
て
の
終
末
論
的
な
視
点
か
ら
の
類
型
化
は
、

「
二
王
国
説
」
と

「
千
年
王
国
説
」

と
い
う
類
型
化
が
見
出
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
こ
の
類
型
に
お
い
て
は
ま
さ
に
終
末
と
政
治
的
な
も
の
と
の
バ
ラ
ン
ス
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
タ
ウ
ベ
ス
の
類
型
で

は
こ
の
バ
ラ
ン
ス
は
存
在
し
て
お
ら
ず
、

そ
の
バ
ラ
ン
ス
が
な
く
な
っ
た
極
端
な
状
況
が
設
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
理
論
的
に
は
可

能
で
あ
っ
て
も
、

そ
の
よ
う
な
類
型
は
存
在
し
な
い
。

そ
れ
は
先
ほ
ど
説
明
し
た
図
表
の
外
に
お
か
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

確
か
に
こ
の
類
型
は

「
二
王
国
説
」

「
千
年
王
国
説
」

と
い
う
こ
つ
の
類
型
で
は
な
く
、

「
前
千
年
王
国
説
」

と

「
後
千
年
王
国
説
」

と

と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
類
型
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
は
政
治
的
な
も
の
と
千
年
王
国
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
の
二
つ
の

類
型
と
し
て
既
に
知
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
千
年
王
国
説
は
、

「
前
千
年
王
国
説
」

の
よ
う
に
、
既
に
キ
リ
ス
ト
と
正
し
い そ
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も
の
が
支
配
す
る
千
年
王
国
は
始
ま
っ
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
た
場
合
に
は
、
既
存
の
支
配
シ
ス
テ
ム
を
肯
定
す
る
保
守
的
な
思
想
と
な

る
。
逆
に
「
後
千
年
王
国
説
」

の
よ
〉
つ
に
、

そ
れ
は
既
存
の
支
配
シ
ス
テ
ム
を
破
壊
す
る
も
の
と
し
て
、
こ
の
後
の
し
か
る
べ
き
歴
史
的
段

192 

階
に
や
っ
て
く
る
と
考
え
た
場
合
に
は
、

そ
れ
は
既
存
の
支
配
シ
ス
テ
ム
を
否
定
す
る
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
革
命
思
想
と
な
る
。
こ
の
二
つ
の
類

型
に
よ
っ
て
政
治
的
な
も
の
と
終
末
論
と
の
関
係
を
類
型
化
す
る
こ
と
が
こ
れ
ま
で
し
ば
し
ば
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
こ
の
類
型
化
に
よ

っ
て
、
二
王
国
説
が
持
っ
て
い
た
終
末
論
の

「
後
退
」

と
い
う
状
況
、
あ
る
い
は

「
寄
留
者
と
し
て
の
教
会
論
」
と
対
極
に
立
つ

「
市
民
と

し
て
の
キ
リ
ス
ト
者
」

と
い
う
思
想
の
発
生
基
盤
と
し
て
の

「
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
・
モ
デ
ル
」

の
キ
リ
ス
ト
教
を
説
明
す
る
こ
と
が
困

難
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
「
二
王
国
説
」
と

「
千
年
王
国
説
」

と
は
終
末
論
を
め
ぐ
っ
て
の
類
型
と
し
て
は
別
の
類
型
と
考
え
、
両
者
に
よ
っ

て

「
政
治
的
な
も
の
」
と
終
末
論
と
の
関
係
を
考
え
る
方
が
、
現
実
の
歴
史
的
動
向
を
よ
く
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

結
び
に
か
え
て

以
上
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、

キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る

「
政
治
的
な
も
の
」
、
あ
る
い
は
宗
教
と
政
治
と
の
関
係
、
社
会
の
正
統
性
の
基

礎
付
け
と
し
て
の
宗
教
と
い
う
よ
う
な
問
題
に
お
い
て
は
、
夕
、
ワ
ベ
ス
が
提
示
す
る
よ
う
な
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
終
末
論
に
お
け
る

「
政
治
的

な
も
の
」

の
喪
失
と
、

キ
リ
ス
ト
教
の
宗
教
化
に
よ
る
終
末
論
の
喪
失
と
神
学
の

「
政
治
的
な
も
の
」

へ
の
還
元
と
い
う
類
型
が
存
在
す
る

の
で
は
な
く
、
終
末
論
的
な
視
点
か
ら
の
「
政
治
的
な
も
の
」

の
考
察
に
お
い
て
は
、
二
王
国
説
と
千
年
王
国
説
と
い
う
ふ
た
つ
の
類
型
が

考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
最
後
の
こ
の
類
型
化
の
意
味
に
つ
い
て
述
べ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

こ
の
類
型
化
は
旅
人
の
、
あ
る
い
は
寄
留
者
の
神
学
が
一
方
で
保
守
的
な
政
治
理
論
と
結
び
つ
き
、
他
方
で
革
命
の
理
論
と
な
る
こ
と
を

よ
く
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
こ
と
は
別
の
視
点
か
ら
述
べ
る
な
ら
ば
、
教
義
学
的
な
命
題
の
社
会
的
な
帰
結
を
見
る
こ
と
が
で
き



る
と
い
う
点
で
社
会
科
学
と
の
接
点
を
神
学
が
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
あ
る
宗
教
団
体
が
ど
の
よ
う

な
ド
グ
マ
を
持
つ
か
と
い
う
こ
と
で
そ
の
団
体
の
社
会
的
な
行
動
が
規
定
さ
れ
、

そ
れ
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で

そ
の
帰
結
が
明
ら
か
に
な
る
。

主
と
し
て
政
治
学
の
側
か
ら
試
み
ら
れ
て
き
た
宗
教
と
政
治
と
い
う
問
題
設
定
に
お
い
て
神
学
の
側
の
積
極
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
可
能
に
な

る
。
そ
れ
は
ド
グ
マ
に
よ
る
政
治
的
な
も
の
に
つ
い
て
の
考
察
で
は
な
く
、
政
治
と
宗
教
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
神
学
的
な
考
察
が
、
政
治

哲
学
や
政
治
学
史
の
研
究
、
あ
る
い
は
宗
教
社
会
学
の
研
究
と
並
ん
で
、

ひ
と
つ
の
仮
説
と
し
て
議
論
の
テ
ー
ブ
ル
に
つ
く
こ
と
を
可
能
に

す
る
。第

二
に
二
王
国
説
と
千
年
王
国
説
と
い
う
類
型
は
、
既
に
の
べ
た
社
会
学
的
な
帰
結
に
よ
る
検
証
が
可
能
な
の
で
、

た
と
え
ば
マ
ッ
ク

ス
・
ヴ
ェ

1
バ
!
の
教
会
類
型
論
を
適
応
す
る
こ
と
で
、

そ
の
意
義
や
射
程
を
拡
大
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ヴ
ェ

1
バ
l
は
キ
ル

へ
・
タ
イ
プ
と
ゼ
ク
テ
・
タ
イ
プ
と
い
う
教
会
類
型
論
を
提
示
し
た
が
、
救
済
ア
ン
シ
ュ
タ
ル
ト
と
し
て
の
キ
ル
へ
・
タ
イ
プ
は
政
治
的
に

は
二
王
王
国
説
と
結
び
つ
く
こ
と
に
な
る
し
、

そ
こ
で
は
千
年
王
国
説
的
な
傾
向
は
否
定
さ
れ
、
排
除
さ
れ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
自
発
的
な

結
社
と
し
て
自
覚
を
も
っ
ゼ
ク
テ
・
タ
イ
プ
に
お
い
て
こ
そ
千
年
王
国
説
は
受
容
さ
れ
得
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
は
よ
り
包
括
的
な
キ
リ
ス

ト
教
史
と
そ
の
思
想
の
研
究
を
可
能
に
す
る
で
あ
ろ
う
。

第
三
に
、
こ
の
二
つ
の
類
型
は
キ
リ
ス
ト
教
教
会
史
に
お
け
る
教
会
と
政
治
と
の
関
係
を
考
察
す
る
際
に
有
用
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、

名
称
は
別
と
し
て
(
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
の
中
で
そ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
て
き
た
名
称
を
用
い
る
か
用
い
な
い
か
と
い
う
こ
と
)
、

あ
ら
ゆ
る
宗
教
団
体
が

「
政
治
的
な
も
の
」
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
立
場
を
と
り
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
を
検
証
し
、
あ
る
い

は
比
較
す
る
た
め
に
有
効
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。

そ
れ
は
理
論
的
に
よ
り
も
、
社
会
学
的
な
実
証
、
な
い
し
は
デ
!
タ
に
よ
っ
て
明
ら
か

に
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
の
課
題
を
超
え
て
い
る
が
、
こ
の
類
型
論
に
よ
る
宗
教
団
体
に
お
け
る
政
治
的
な
も
の
の
意
味
の
調

査
に
よ
っ
て
そ
れ
は
証
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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