
奴
隷
反
乱
の
宗
教
的
・
民
族
的
側
面
�

－
Ｊ
・
フ
ォ
ー
ク
ト
の
奴
隷
反
乱
研
究
を
中
心
と
し
て
Ｉ
Ｉ

　
て
序

二
、
奴
隷
反
乱
の
経
過
（
以
上
前
号
）

三
、
奴
隷
反
乱
の
宗
教
的
・
民
族
的
側
面

四
、
結

山
　
　
本
　
　
晴
　
　
樹

三
、
　
奴
隷
反
乱
の
宗
教
的
・
民
族
的
側
面

�
で
は
フ
ォ
ー
ク
ト
論
文
の
主
眼
で
あ
る
奴
隷
反
乱
の
宗
教
的
・
民
族
的
モ
テ
ィ
ー
フ
が
考
察
さ
れ
る
。

奴
隷
は
政
治
的
世
界
か
ら
完
全
に
排
除
さ
れ
て
い
た
の
で
、
宗
教
の
中
に
人
間
と
し
て
の
最
後
の
拠
り
所
を
見
出
し
て
い
た
。
た

と
え
ば
一
時
的
に
も
せ
よ
ク
ロ
ノ
ス
祭
や
サ
ト
。
ル
ヌ
ス
祭
で
は
社
会
的
差
別
は
忘
れ
ら
れ
、
主
人
も
奴
隷
も
な
く
皆
平
等
に
扱
わ

　
　
Ｓ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
匈

れ
た

⑩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

。
ま
た
神
殿
の
聖
域
は
奴
隷
に
と
っ
て
、
ア
ジ
ー
ル
（
ヽ
ｒ
こ
　
）
　
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。
奴
隷
と
の
つ
な
が
り
の
あ
る
神

史
　
学
　
論
　
叢

一
七
一

j



‾･|

－
り
Ｉ
　
Ｌ
″

ｑ
、
哨
’
－
り
Ｉ
ｊ
ｌ
一
一
－

　
　
　
奴
隷
反
乱
の
宗
教
的
・
民
族
的
側
面
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
二

々
に
は
、
地
下
神
（
Ｅ
ｒ
ｄ
ｇ
ｏ
ｔ
ｔ
ｈ
ｅ
ｉ
ｔ
ｅ
ｎ
）
　
の
外
、
ラ
レ
ー
ス
、
ア
ル
テ
ミ
ス
、
デ
ィ
ア
ナ
、
ゼ
ウ
ス
・
エ
レ
ウ
テ
リ
オ
ス
、
ユ

ピ
テ
ル
・
リ
ベ
ル
、
ヘ
リ
オ
ス
、
更
に
オ
リ
エ
ン
ト
の
太
陽
神
で
西
方
に
伝
え
ら
れ
た
ハ
ダ
。
ド
、
そ
の
妻
ア
タ
ル
ガ
ー
テ
ィ
ス
な

ど
が
あ
っ
た
。
奴
隷
は
こ
れ
ら
の
神
々
の
祭
祀
に
参
加
を
許
さ
れ
た
。
従
っ
て
宗
教
は
奴
隷
に
と
っ
て
あ
る
意
昧
で
の
自
由
の
場
で

あ
っ
た
。
彼
ら
は
宗
教
的
に
熱
烈
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
神
の
救
済
に
あ
ず
か
ろ
う
と
し
、
ま
た
来
る
べ
き
未
来
が
い
か
な
る
も
の

か
を
探
ろ
う
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
雰
囲
気
の
中
に
小
ア
ジ
ア
、
ギ
リ
シ
ア
、
シ
キ
リ
ア
、
イ
タ
リ
ア
の
奴
隷
た
ち
は
い
た
と
言
っ

て
よ
い
。
彼
ら
は
解
放
の
可
能
性
が
わ
ず
か
で
も
与
え
ら
れ
る
と
、
一
拠
に
公
け
の
闘
争
に
踏
み
切
っ
た
。
そ
の
際
奴
隷
の
中
の
予

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｓ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
９

言
者
は
き
わ
皿
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。
第
一
次
シ
キ
リ
ア
大
乱
の
エ
ウ
ヌ
ス

參
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

、
第
二
次
シ
キ
リ
ア
反
乱
の
サ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
、

ア
テ
ニ
オ
ン
、
そ
し
て
ス
パ
ル
タ
ク
ス
反
乱
の
ス
パ
ル
タ
ク
ス
の
妻
が
そ
う
で
あ
る
。

　
シ
キ
リ
ア
反
乱
に
お
い
て
は
宗
教
的
モ
テ
ィ
ー
フ
が
き
わ
め
て
顕
著
で
あ
る
。
そ
の
際
ま
ず
シ
キ
リ
ア
の
土
地
の
神
々
が
重
要
な

役
割
を
果
た
し
た
。

　
カ
タ
ナ
（
Ｃ
ａ
ｔ
ａ
ｎ
ａ
）
近
く
に
あ
る
パ
リ
ー
キ
ー
（
Ｐ
ａ
ｌ
ｉ
ｅ
ｉ
）
　
の
神
殿
に
は
、
自
由
を
求
め
た
奴
隷
た
ち
が
結
集

し⑩

第
一一

次
シ
キ
リ
ア
反
乱
を
引
起
こ
し
た
。
彼
ら
は
誓
約
を
監
視
す
る
神
で
も
あ
る
パ
リ
ー
キ
ー
の
前
で
、
誓
約
共
同
体
を
結
成
し
た
。
そ

し
て
最
初
の
勝
利
が
得
ら
れ
る
心
、
反
乱
指
導
者
サ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
は
こ
の
神
に
紫
衣
（
　
ｔ
ｏ
ｇ
ａ

ｐ
ｒ
ａ
ｅ
ｔ
ｅ
ｘ
ｔ
ａ
あ
る
い
は
　
ｔ
ｏ
ｇ
ａ

ｌ
ａ
ｔ
ｉ
ｅ
ｌ
ａ
ｖ
ｉ
ａ
）
を
奉
納
し
た
。

　
ア
エ
ト
ナ
（
Ａ
ｅ
ｔ
ｎ
｡
ａ
）
に
あ
る
ゼ
ウ
ス
の
神
殿
に
は
第
一
次
反
乱
の
と
き
奴
隷
が
結
集
し
た
。
こ
の
神
に
対
し
て
は
、
ロ

シ
ビ
ュ
ッ
ラ
エ
（
Ｓ
ｉ
ｂ
ｙ
ｌ
ｌ
ａ
ｅ
）
の
託
宣
に
よ
り
こ
の
地
に
使
節
を
送
り
、
奴
隷
と
神
と
の
結
び
つ
き
を
絶
ら
切
ろ
う
と
し

シ
キ
リ
ア
で
最
も
篤
く
崇
拝
さ
れ
て
い
る
エ
ン
ナ
（
吻
ロ
ロ
ｓ
）
の
デ
ー
メ
ー
テ
ー
ル
（
ケ
レ
ー
ス
）
の
神
殿
を
、
第
一
次
シ
キ
リ



ア
反
乱
の
奴
隷
た
ち
は
あ
え
て
攻

不
穏
な
状
況
を
な
だ
め
よ
う
と
し

た⑩撃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

は
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
も
ま
た
こ
の
女
神
に
は
使
節
を
送
り
、
ロ
ー
マ
内
部
の

。
こ
の
女
神
の
祭
祀
に
参
加
で
き
る
の
は
女
性
の
み
で
あ
っ
た
が
、
た
だ
サ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
は
祭

紀
の
と
き
の
器
楽
奏
者
と
し
て
参
加
を
許
さ
れ
て
い
た
。

　
シ
キ
リ
ア
の
土
地
の
神
々
よ
り
は
る
か
に
強
い
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
は
、
シ
リ
ア
の
女
神
ア
タ
ル
ガ
ー
テ
ィ
ス
(
Ａ
ｔ
ａ
ｒ
ａ
ｇ
ａ
ｔ
ｉ
乙

で
あ
る
。
こ
の
女
神
の
信
仰
は
故
郷
シ
リ
ア
か
ら
デ
ロ
ス
島
を
介
し
て
、
シ
リ
ア
出
身
の
奴
隷
に
よ
り
シ
キ
リ
ア
に
伝
え
ら
れ
た
。

従
っ
て
こ
の
信
仰
は
民
族
的
要
因
を
含
み
、
ま
だ
き
わ
め
て
熱
烈
な
も
の
で
、
こ
の
女
神
の
予
言
者
エ
ウ
ヌ
ス
に
よ
っ
て
指
導
さ
れ

た
第
一
次
シ
キ
リ
ア
反
乱
は
、
そ
れ
故
ほ
と
ん
ど
宗
教
戦
争
の
形
を
と
っ
た
。
こ
の
反
乱
に
お
け
る
エ
ウ
ヌ
ス
の
権
力
は
絶
大
で
あ

り
、
あ
の
マ
カ
バ
イ
オ
ス
の
反
乱
で
ョ
ア
ン
ネ
ス
・
ヒ
ュ
ル
カ
ー
ヌ
ス
Ｕ
ｏ
ａ
ｎ
ｎ
ｅ
ｓ
　
Ｈ
ｙ
ｒ
ｃ
ａ
ｎ
ｕ
ｓ
　
）
　
が
持
っ
た
三
権
力
、
す
な

わ
ち
支
配
・
司
祭
・
予
言
の
各
権
力
を
エ
ウ
ヌ
ス
も
ま
た
持
っ

心

。
従
っ
て
第
一
次
シ
キ
リ
ア
反
乱
は
マ
カ
バ
イ
オ
ス
の
反
乱
と
同

様
、
強
大
な
世
界
帝
国
か
ら
の
自
由
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
教
的
共
同
体
か
ら
民
族
的
共
同
体
へ
自
己
を
転
換
さ
せ
よ
う

と
す
る
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
点
で
こ
の
反
乱
に
は
宗
教
的
・
民
族
的
モ
テ
ィ
ー
フ
が
絡
み
合
っ
て
い
た
と
言
え
る
。

　
シ
キ
リ
ア
反
乱
と
比
較
し
う
る
宗
教
的
・
民
族
的
モ
テ
ィ
ー
フ
を
有
し
て
い
る
の
は
ア
リ
ス
ト
ニ
コ
ス
の
反
乱
で
あ
る
。
こ
の
反

乱
で
彼
が
支
持
者
で
あ
る
貧
民
と
奴
隷
を
ヘ
リ
オ
ポ
リ
テ
ー
ス
（
Ｈ
ｅ
ｌ
ｉ
ｏ
ｐ
ｏ
ｌ
ｉ
ｔ
ｅ
ｓ
）
と
呼
び
、
そ
の
国
家
を
ヘ
リ
オ
ポ
リ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
(
Ｈ
ｅ
ｌ
ｊ
ｏ
ｐ
ｏ
ｌ
ｉ
ｓ
）
　
と
呼
ん
だ
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ヘ
リ
オ
ポ
リ
ス
は
ヤ
ム
ブ
ロ
ス
（
J
a
m
b
u
l
o
s
）
の
理
想
国
家
を

模
範
に
し
て
い
る
と
か
、
西
方
で
ゼ
ウ
ス
・
ヘ
リ
オ
ポ
リ
タ
ー
ヌ
ス
と
呼
ば
れ
て
い
る
ハ
ダ
ッ
ド
（
H
a
d
a
d
　
）
を
主
神
と
す
る

シ
リ
ア
の
都
市
を
示
唆
し
て
い
る
と
か
言
わ
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
確
証
し
が
た
い
。
ア
リ
ス
ト
ニ
コ
ス
は
ヘ
リ
オ
ポ
リ
ス
に
お
い
て

正
義
の
神
で
あ
り
被
抑
圧
者
の
保
護
者
で
あ
る
ヘ
リ
オ
ス
（
Ｈ
ｅ
ｌ
ｉ
ｏ
ｓ
）
の
名
に
お
い
て
、
一
つ
の
共
同
体
を
支
配
し
よ
う
と
し

史
　
学
　
論
　
叢

｝
七
三
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奴
隷
反
乱
の
宗
教
的
・
民
族
的
側
面
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
四

だ
。
つ
ま
り
彼
は
自
ら
を
ヘ
リ
オ
ス
と
し
て
、
真
の
正
義
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
。
従
っ
て
、
ヘ
リ
オ
ポ
リ
テ
ー
ス
た
る
こ
と
は
彼

の
支
持
者
に
と
っ
て
最
高
の
市
民
権
を
得
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
こ
の
ヘ
リ
オ
ポ
リ
ス
に
は
小
ア
ジ
ア
の
多
く
の
民
族
が
参
加
し
た

と
思
わ
れ
る
が
、
反
乱
が
一
時
的
で
あ
っ
た
が
故
に
明
確
に
し
え
な
い
。

　
ス
パ
ル
タ
ク
ス
反
乱
に
お
け
る
民
族
的
要
因
は
ま
さ
し
く
運
命
的
な
意
味
を
も
っ
た
。
ヘ
レ
元
ス
ム
期
の
各
民
族
の
軍
隊
の
装
備

と
戦
術
は
そ
れ
ぞ
れ
異
っ
て
お
り
、
こ
の
民
族
性
は
そ
の
民
族
が
ロ
ー
マ
の
支
配
下
に
は
入
っ
た
の
ち
も
維
持
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と

は
グ
ラ
デ
ィ
ア
ト
ル
（
ｇ
ｌ
ａ
ｄ
ｉ
ａ
ｔ
ｏ
ｒ
）
制
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。
グ
ラ
デ
ィ
ア
ト
ル
は
戦
争
捕
虜
か
ら
供
給
さ
れ
た
か
ら
で
あ

る
。
グ
ラ
デ
ィ
ア
ト
ル
は
出
身
民
族
に
応
じ
た
武
装
を
し
、
他
民
族
出
身
の
グ
ラ
デ
ィ
ア
ト
ル
と
戦
闘
試
合
を
行
っ
た
。
彼
ら
が
も

し
集
団
を
形
成
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
民
族
的
集
団
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
グ
ラ
デ
ィ
ア
ト
ル
の
中
に
お
け
る
主
な
民
族
と

し
て
は
サ
ム
ニ
ウ
ム
人
、
ガ
リ
ア
人
、
ト
ラ
キ
ア
人
が
あ
り
、
こ
の
う
ち
ガ
リ
ア
人
と
ト
ラ
キ
ア
人
は
、
ス
パ
ル
タ
ク
ス
軍
に
お
い

て
主
力
を
な
し
た
。
ス
パ
ル
タ
ク
ス
車
内
に
お
け
る
ケ
ル
ト
ｕ
‥
ゲ
ル
マ
ン
の
集
団
と
ト
ラ
キ
ア
の
集
団
は
互
い
に
対
抗
し
、
軍
内
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
働

に
緊
張
を
生
じ
さ
せ
、
前
者
は
ロ
ー
マ
進
軍
を
後
者
は
故
郷
帰
還
を
目
ざ
し
た
。
こ
の
分
裂
は
結
局
ス
パ
ル
タ
ク
ス
に
よ
っ
て
も
克

服
さ
れ
ず
、
反
乱
を
敗
北
へ
と
導
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
奴
隷
を
そ
の
故
郷
に
帰
還
さ
せ
る
と
い
う
ス
パ
ル
タ
ク
ス
の
企
て
は
、

古
代
史
に
お
い
て
高
く
評
価
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
フ
ォ
ー
ク
ト
は
こ
の
よ
う
に
各
奴
隷
反
乱
に
お
い
て
京
教
的
・
民
族
的
要
因
が
き
わ
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
を
指
摘

し
た
上
で
、
最
後
に
Ｖ
’
で
奴
隷
反
乱
に
つ
い
て
総
括
す
る
。

　
エ
ウ
ヌ
ス
か
ら
ス
パ
ル
タ
ク
ス
ま
で
の
奴
隷
反
乱
に
は
モ
テ
ィ
ー
フ
の
豊
か
さ
、
目
的
の
多
様
さ
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
の
反
乱
を

一
部
の
研
究
者
は
古
代
の
社
会
主
義
あ
る
い
は
共
産
主
義
の
運
動
と
し
て
と
ら
え
た
。
そ
し
て
彼
ら
は
反
乱
が
時
期
的
に
集
中
し
て
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い
る
紀
と
、
ま
た
各
地
で
勃
発
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
を
国
際
的
に
組
織
さ
れ
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
運
動
と
し
て
再
評
価
し
よ
う

と
し
た
。

　
第
一
次
シ
キ
リ
ア
反
乱
の
直
後
、
ロ
ー
マ
、
ア
ッ
テ
ィ
カ
の
ラ
ウ
レ
イ
オ
ン
鉱
山
、
デ
ロ
ス
島
そ
れ
に
ミ
ン
ト
ゥ
ル
ナ
エ
、
シ
ヌ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
㈲

エ
ッ
サ
で
も
反
乱
が
勃
発
し
た
。
ア
リ
ス
ト
ニ
コ
ス
の
反
乱
は
ブ
ロ
ン
シ
ウ
ス
（
Ｂ
ｌ
ｏ
ｓ
ｓ
ｉ
ｕ
ｓ
）
の
例
の
如
く
、
イ
タ
リ
ア
の
内
乱

と
関
連
し
て
い
た
。
第
二
次
シ
キ
リ
ア
反
乱
で
は
、
ヌ
ケ
リ
ア
、
カ
ブ
ア
で
の
反
乱
、
ま
た
テ
ィ
ト
ゥ
ス
・
ウ
ェ
ッ
テ
ィ
ウ
ス
（
Ｈ
７
５

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

　
ｖ
ｅ
ｔ
ｔ
ｉ
ｕ
ｓ
）
の
反
乱
が
先
行
し
、
ラ
ウ
レ
イ
オ
ン
鉱
山
の
反
乱
が
後
に
続
い
た
。
ス
パ
ル
タ
ク
ス
反
乱
で
は
シ
キ
リ
ア
と
の
つ
な

　
　
　
　
　
　
⑩

が
り
が
見
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
事
実
は
確
か
に
奴
隷
の
何
ら
か
の
連
帯
を
予
想
さ
せ
る
。

　
し
か
し
当
時
地
中
海
喊
で
は
海
賊
が
頻
繁
に
出
没
し
、
そ
れ
と
と
も
に
彼
ら
の
交
易
と
り
わ
け
奴
隷
貿
易
を
通
し
て
、
奴
隷
に
か

か
わ
る
情
報
は
東
西
に
伝
達
さ
れ
た
。
ま
た
こ
の
時
代
の
郵
便
制
度
は
専
ら
奴
隷
に
担
わ
れ
て
お
り
、
彼
ら
は
自
己
の
業
務
を
果
た

す
か
た
わ
ら
、
自
己
の
身
分
に
か
か
わ
る
情
報
を
各
地
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
更
に
祭
、
演
劇
、
市
場
で
の
人
々
の
集
ま
り
は

自
然
に
情
報
の
得
ら
れ
る
場
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
そ
の
情
報
は
都
市
お
よ
び
農
村
の
奴
隷
へ
と
伝
え
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下

で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
奴
隷
反
乱
の
連
鎖
は
必
ず
し
も
奴
隷
の
意
識
的
連
帯
を
必
要
と
せ
ず
、
む
し
ろ
自
然
発
生
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
従
っ
て
奴
隷
反
乱
は
一
つ
の
目
的
を
も
っ
た
組
織
的
・
統
一
的
運
動
で
は
な
か
っ
た
。
即
ち
彼
ら
の
間
か
ら
は
制
度
と
し
て
の
奴

隷
制
の
廃
山
の
声
は
あ
が
ら
ず
、
生
産
手
段
の
所
有
の
廃
止
よ
り
も
む
し
ろ
土
地
の
配
分
が
求
め
ら
れ
た
。
ま
た
獲
得
さ
る
べ
き
自

由
も
往
々
に
し
て
支
配
者
側
か
ら
与
え
ら
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
反
乱
が
激
化
す
る
に
つ
れ
て
、
奴
隷
の
中
に
は
裏
切
り
が

見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
自
由
人
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
こ
の
反
乱
に
対
し
て
終
始
距
離
を
保
ち
、
奴
隷
と
の
連
帯
を
拒
み
続
け

た
。
彼
ら
自
身
が
貧
農
と
飢
餓
市
民
と
に
分
裂
し
て
お
り
、
何
ら
の
統
一
体
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
「
こ
の
よ
う
な
孤
立
の
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ｊ
ｌ
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１
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一
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六

中
で
奴
隷
に
残
さ
れ
た
道
は
、
主
人
を
打
倒
し
て
そ
の
土
地
を
奪
い
、
す
べ
て
の
世
界
が
彼
ら
に
拒
ん
だ
自
由
を
暴
力
で
奪
い
と
る

こ
と
で
あ
っ
た
。
」
　
（
ｓ
・
ｇ
）

　
奴
隷
反
乱
の
独
自
性
と
い
う
点
で
、
反
乱
の
政
治
的
・
社
会
的
理
念
を
み
る
と
ハ
そ
の
多
く
が
支
配
者
の
つ
く
り
あ
げ
た
も
の
か

ら
の
模
倣
で
あ
っ
て
、
彼
ら
独
自
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
奴
隷
の
宗
教
的
信
仰
に
は
独
自
性
が
み
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
し
か

し
こ
れ
と
て
も
完
全
な
も
の
で
は
な
く
、
エ
ウ
ヌ
ス
や
お
そ
ら
く
ア
リ
ス
ト
ニ
コ
ス
は
、
世
界
支
配
の
要
求
の
克
服
を
試
み
た
マ
カ

バ
イ
オ
ス
の
反
乱
を
模
範
に
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
最
も
独
自
性
を
も
つ
も
の
は
奴
隷
の
戦
術
で
あ
る
。
彼
ら
は
支
配
者
の
側
の

正
規
軍
に
対
し
て
完
備
さ
れ
た
軍
隊
を
持
ち
え
な
か
っ
た
が
故
に
、
彼
ら
独
自
の
戦
術
を
生
み
だ
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
ゲ
リ
ラ

戦
術
や
心
理
戦
術
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
も
永
続
的
に
有
効
で
は
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
奴
隷
制
を
与
え
ら
れ
た
も
の
と

し
て
受
け
入
れ
て
い
た
奴
隷
、
と
り
わ
け
都
市
の
奴
隷
は
、
戦
闘
が
長
び
く
に
つ
れ
て
次
第
に
、
自
由
を
求
め
て
戦
っ
て
い
る
反
乱

奴
隷
を
自
己
の
味
方
で
は
な
く
、
秩
序
を
み
だ
す
賊
と
し
て
み
な
す
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
結
局
奴
隷
反
乱
に
は
積
極
的
な

独
自
性
は
見
出
さ
れ
な
か
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
奴
隷
反
乱
に
対
し
て
、
支
配
者
側
は
長
い
間
真
剣
な
対
応
を
怠
っ
て
い
た
。
当
時
不
服
従
、
逃
亡
な
ど
の
奴
隷
の
日

常
的
反
抗
、
海
賊
な
ど
の
非
合
法
組
織
の
跳
梁
が
頻
繁
だ
っ
た
の
で
、
支
配
者
側
は
奴
隷
反
乱
に
対
し
て
も
当
初
特
別
な
も
の
と
は

思
わ
ず
、
そ
れ
を
通
常
の
手
段
、
即
ち
密
告
、
裏
切
り
の
奨
励
に
よ
っ
て
解
決
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
反
乱
の
規
模
が
拡
大
し
、

そ
の
よ
う
な
通
常
の
手
段
で
は
対
処
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
、
初
め
て
軍
規
の
粛
清
が
行
わ
れ
、
本
格
的
な
軍
事
力
投
入
が
始
ま
っ

た
。
辛
う
じ
て
奴
隷
反
乱
が
鎮
圧
さ
れ
た
後
、
し
か
し
支
配
者
側
が
た
だ
ち
に
反
乱
の
教
訓
か
ら
善
後
策
を
講
じ
た
と
は
考
え
ら
れ

な
い
。
と
い
う
の
も
シ
キ
リ
ア
で
は
反
乱
後
も
長
く
奴
隷
の
不
穏
な
動
き
が
あ
り
、
小
ア
ジ
ア
で
は
ア
リ
ス
ト
ニ
コ
ス
の
反
乱
後
ミ

９

Ｃ

ｌ

ｌ



ト
リ
ダ
テ
ー
ス
（
Ｍ
ｉ

ｔ
ｈ
ｒ
ｉ
ｄ
Ｍｅ
ｓ
　
）
の
反
乱
が
生
じ
、
イ
タ
リ
ア
で
は
ス
パ
ル
タ
ク
ス
反
乱
の
の
ら
今
度
は
カ
テ
ィ
リ
ー
ナ

　
（
Ｃ
ａ
ｔ
ｉ
ｌ
ｉ
ｎ
ａ
）
　
の
陰
謀
が
起
き
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
状
態
は
結
局
カ
エ
サ
ル
と
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
の
時
代
に
お
け
る
軍

事
独
裁
の
登
場
に
よ
っ
て
終
息
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
四
、
　
結

　
以
上
フ
ォ
ー
ク
ト
の
奴
隷
反
乱
研
究
を
み
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
評
価
す
べ
き
点
と
し
て
は
ま
ず
そ
の
実
証
性
が
あ

げ
ら
れ
る
。
彼
は
奴
隷
反
乱
に
関
す
る
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
伝
承
史
料
・
碑
文
に
基
づ
き
、
各
反
乱
を
詳
細
に
検
討
し
た
。
そ
の
実

証
性
は
従
来
の
研
究
と
比
較
し
て
は
る
か
に
精
緻
で
あ
’
り
、
ま
た
彼
以
後
の
研
究
と
比
較
し
て
も
遜
色
が
な
い
。
そ
の
点
で
彼
の
研

究
は
き
わ
め
て
完
成
度
の
高
い
も
の
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
次
に
評
価
さ
る
べ
き
は
、
彼
が
反
乱
を
構
造
的
に
把
握
し
た
点
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
は
各
反
乱
を
時
間
的
経
過
の
中
で
把
握
す

る
傾
向
が
強
か
っ
た
が
、
彼
は
反
乱
を
一
つ
の
詩
代
的
現
象
と
み
て
、
各
反
乱
を
個
別
的
に
で
は
な
く
、
構
造
的
に
把
握
し
よ
う
と

し
た
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
は
奴
隷
反
乱
の
も
つ
特
殊
性
を
浮
き
彫
り
に
し
た
。

　
そ
の
特
殊
性
と
し
て
強
調
さ
れ
た
の
が
反
乱
の
宗
教
的
・
民
族
的
側
面
で
あ
る
。
こ
の
側
面
を
提
示
し
た
点
も
ま
た
評
価
さ
る
べ

き
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
本
格
的
反
乱
研
究
の
出
発
点
と
な
っ
た
ソ
連
・
東
欧
の
古
代
史
家
に
お
い
て
は
、
反
乱
の
階
級
闘
争
と
し

て
の
側
面
は
提
示
さ
れ
て
も
、
宗
教
的
・
民
族
的
側
面
は
過
少
評
価
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
フ
ォ
ー
ク
ト
に
よ
っ
て
反
乱
の
宗
教
戦

争
お
よ
び
民
族
闘
争
と
し
て
の
側
面
は
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

　
以
上
の
よ
う
な
評
価
が
フ
ォ
ー
ク
ト
の
研
究
に
対
し
て
は
与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
結
局
反
乱
自
体
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
そ
の
全
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体
像
は
ほ
ぼ
フ
ォ
ー
ク
ト
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
う
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
に
残
さ
れ
た
次
の
課
題
は
、

支
配
者
側
が
反
乱
を
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
て
い
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
フ
″
Ｉ
ク
ト
も
既
に
み
た
如

く
、
結
論
部
分
で
概
略
的
に
し
か
ふ
れ
て
は
い
な
い
。
支
配
者
側
の
奴
隷
反
乱
に
対
す
る
対
応
と
い
う
問
題
は
、
確
か
に
史
料
上
の

　
㈲

制
約
も
あ
っ
て
そ
の
解
明
は
因
難
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
問
題
の
解
明
抜
き
に
は
奴
隷
反
乱
の
歴
史
的
意
味
は
明
ら
か
に
さ
れ

え
な
い
で
あ
ろ
う
。
今
後
の
研
究
が
待
た
れ
る
分
野
で
あ
る
。
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関
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史
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価
値
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
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