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特
集
V

一
神
教
四
多
神
教
？

ー－－，

神
教
と
多
神
教
」
一
一
一
口
説
を

読
み
解
く

ーーーーー＿..‘

は
じ
め
に
l
l

議
論
の
歴
史
的
経
緯

「
一神
教
と

多
神
教
」
と
い
う
言
葉
の
組
み
合
わ
せ
は
比
較
的
新
し

い
も
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
が
合
意
す
る
と
こ
ろ
は

長
い
歴
史
を
持
っ
て

い
る
。
「
一神
教
」
と
い
う

言
葉
も
、

日

本
語
は
言
う
に
及
ば
ず
、
西

洋
語
と
し
て
も
比
較
的
新
し
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
実
体
と
し
て
の

ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ

l

ム
の
い
ず
れ
も
が
千
年
以
上
の

歴
史
を
持
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た

新
し
さ
と

古
さ
を

合
わ
せ
持
つ
点
か

ら
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
「
一
神
教
と
多
神
教
」
を
単
に
現

代
の
問
題
と
し
て
取
り

扱
う
だ
け
で
な
く
、
歴
史
な
経
緯
の
中
に
位
置

づ
け
て
こ

そ
、
言
説
と
し
て
の
よ
り
正
確
な
意
味
を
取
り
出
せ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え

、
「
一神
教
」
の
概
念
史
に
つ
い
て
後
に

取
り
あ
げ
る
が
、
最
初
に
、

「
一神
教
と
多
神
教
」
言
説
が
日
本
の
文

「一神教と多神教」言説を読み解く

教
と
し
て
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
る。

そ
の
代
表
的
な
事
例
が
、
井
上
哲
次
郎
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
批
判
で

あ
ろ
う
。

内
村
鑑
三
の
不
敬
事
件
を
き
っ
か
け
に
、
井
上
は
『宗
教
ト

教
育
ノ
衝
突
』
（1
8
9
3

年
）
を
著
し
、
そ
の
中
で
次
の
よ
う
に
記
し

て
い
る
。

「
上
来論
述
せ
る
が
如
く
、
耶
蘇
教
の
東
洋
の
教
に
異
な
る
要
素
は

四
種
な
り

、

第

一
、
国
家
を
主
と
せ
ず
、
第
二
、
忠
孝
を
重
ん
せ
ず
、

第
一
二、

重
き
を
出
世
間
に

置
い
て
世
間
を
軽
ん
ず
、
第
四
、
其
博
愛

は
墨
子
の
兼
愛
の
如
く
、
無
差
別
の
愛
な
り
、
」（1
2
5

頁
）

こ
の
時
代
の
日
本
人
キ
リ
ス
ト
者
の
多
く
は
「
愛
国
的
」
要
素
を
多

か
れ
少
な
か
れ
有
し
て
い
た
が

、

井
上
ら
、

国
家
主
義
者
か
ら
す
れ
ば
、

キ
リ
ス
ト
教
は
国
家
に
忠
義
を

示
さ
ず
、
ま
た
伝
統
的
な
日
本
の
価
値

観
を
理
解
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
存在
と
し
て
見
ら
れ
て
い
た
。

井
上

の
よ
う
に
ド
イ
ツ
で
長
く
西
洋
哲
学
を
学
ん
で
者
で
あ
っ
て
も

、

キ
リ

ス
ト
教
を
か
な
り
単
純
化
し
て
見
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る。
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「
一
神
教
と
多
神
教
」
言
説
の
単
純
化
作
用

得
体
の
知
れ
な
い
も
の
、
直
視
で
き
な
い
対
象
に
対
し
、
人
は
し
ば

し
ば
単
純
な
レ
ッ

テ
ル
を
貼
り
、
恐
怖
を
低
減
し
よ
う
と
す
る
。

キ
リ

ス
ト
教
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
対
象
で
あ
っ
た
。

「
一
神
教
と
多
神
教
」

言
説
の
第
一
の
機
能
は
、
こ
う
し
た
単
純
化
作
用
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト

教
一
つ
を
と
っ
て
も
、
日

本
社
会
の
中
で
十
分
な
理
解
を
さ
れ
て
き
た

と
は

言
い
難
い
が
、
そ
れ
を
含
め
て

「
一神
教
」
と
呼
ぶ
場
合
、
そ
の

多
様
な
内
部
構
造
は
無
視
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る

。

た
だ
し

、
問
題
は
キ
リ
ス
ト
教
や

一
神
教
を
敵
視
す
る
側
に
と
ど
ま

小
原
克
博

こ
は
ら
・
か
つ
ひ
ろ

1
9
6
5

年
、

大
阪
生
ま
れ
。
同
志
社
大

学
大
学
院
神
学
研
究
科
博
士
課
程
修
了
。

博
士

（神
学
）。

現
在
、

同
志
社
大
学
神

学
部
教
授
。
著
書
と
し
て

『
宗
教
の
ポ
リ

デ
ィ
ク
ス
』

（
晃
洋書
一
房
一
、
2
0
1
0

年
）、

『
神
の
ド
ラ
マ
ト
ル
ウ
ギ
｜

』

（
教
文
館
、

2
0
0
2

年
）、
『

原
理
主
義
か
ら
世
界
の

動
き
が
見
え
る
』

（P
H
P

研
究
所
、
2

0
0
6

年
、
共
著
）
等
が
あ
る
。

脈
で
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
き
た
の
か
を
簡
単
に
振
り
返
っ
て
お

き
た
い
。

日
本
社
会
に
と
っ
て

一
神
教
は
、
ま
ず
キ
リ
ス
ト
教
と
し
て
出
会
う

こ
と
に
な
っ
た
。

「
一
神
教
と
多
神
教
」
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
日
本
的

伝
統
の
対
立
と
し
て
長
い
前
史
を
持
っ
て
い
る

。
一
言
で
言
う
な
ら
、

反
キ
リ
ス
ト
教
的
な
感
情
や
思
想
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
以
降
、
形
を

変
え
て
現
代
に
至
る
ま
で
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

江
戸
時
代
に
お
い
て

は
、
級
密
な
キ
リ
ス
ト
教
諭
駁
の
思
想
も
見
受
け
ら
れ
る
が
、
激
し
い

キ
リ
シ
タ
ン
弾
圧
に
よ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
が
日
本
社
会
の
表
舞
台
か
ら

消
え
去
っ
た
後
、
キ
リ
ス
ト
教
は
単
に
反
体
制
的
な
も
の
の
代
名
詞
と

し
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
、
も
つ
ば
ら
で
あ
っ
た

。

明
治
時
代
に
な
る

と
、
キ
リ
ス
ト

教
は
「
反
国
家
的
」
あ
る
い
は
「愛
国
的
」
で
な
い
宗

ら
な
い
。

多
く
の
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
師
や
日
本
人
キ
リ
ス
ト
者
は
、
日

本
宗
教
の
多
様
性
に
関
心
を
向
け
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
ら
を
「
偶
像
崇

拝
」
「
異
教
」
「
多
神
教
」
と
し
て一
括
り
に
し
て
批
判
し
て
き
た
。

こ

う
し
た
相
互
の
単
純
化
が
「
一
神
教
と
多
神
教
」
言
説
の
前
史
に
存
在

し
て
お
り
、
結
果
的
に
、
双
方
が
向
き
合
う
こ
と
を
疎
外
し
て
き
た
と

言
え
る
。

し
か
し
、
こ
の
問
題
が
単
に
宗
教
的
な言
説
に
と
ど
ま
ら
ず
、
現
実

の
社
会
問
題
の
見
方
に
ま
で
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
に
註
意
を
喚

起
し
て
お
き
た
い
。

東
日
本
大
震
災
以
降
、
自
然
観
や
宗
教
に
か
か
わ

る
議
論
が
活
発
に
な
っ
て
き
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
も
「

一
神
教
と
多

神
教
」
言
説
は
登
場
し
て
い
る
。

そ
の

一
例
を
原
発
問
題
と
の
関
係
で

取
り
あ
げ
た
い
。

宗
教
学
者
・
中
沢
新

一
は

「日
本
の
大
転
換
』
（2
0
1
1

年
）
に
お

い
て
、
原
子
力
技
術
を

一
神
教
的
な
技
術
と
し
て
理
解
し
、一
神
教
の

神
を
「
抽
象
そ
の
も
の
の
神
」
「
環
境
世
界
の
外
部
に
い
て
、
そ
こ
か

ら
世
界
そ
の
も
の
を
創
造
し
た
神
」
（
幻
頁
）
と
し
て
特
徴
付
け
、
自

然
の
内
的
関
係
を
重
ん
じ
る
日
本
の
神
々
と
対
比
的
に
描
き
出
す
。

そ

し
て
、
モ
l

ゼ
の
前
に
「
無
媒
介
に
」
出
現
し
た
神
の
前
で
は
「
生
身

の
人
聞
は
心
に
紡
護
服
で
も
着
装
し
な
い
か
ぎ
り
は
、
心
の
生
態
系
の

安
定
を
壊
さ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
」（お
頁
）
と
中
沢
は
語
る
。

こ
こ

で
聖
書

の
神
は
放
射
能
の
恐
怖
に
た
と
え
ら
れ
て
い
る

。

中
沢
の

一
神

教
批
判
か
ら
学
び
取
る
べ
き
認
識
の
一
つ
は
、
日
本
社
会
に
お
い
て
、

キ
リ
ス
ト
教
を
含
む

一
神
教
は

、

放
射
能
に
も
比
す
る
存
在
と
し
て
見

ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

中
沢
の
論
は
単
純
化
の

一
例
で
あ

る
が
、
日
本
の
読
者
の
中
に
は
少
な
か
ら
ず
共
感
を
呼
び
起
こ
す
と
思



わ
れ
る
。
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と
こ
ろ
が
、
実
質
的
に
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
キ
リ
ス
ト
教
の

中
に
は
、
自
ら
を

一
神
教
と
し
て
理
解
す
る
感
覚
が
乏
し
い
だ
け
に
、

こ
の
よ
う
な

言
説
は
見
過
ご
さ
れ
、
同
型
の
議
論
が
今
後
も
再
生
産
さ

れ
て
い
く
可
能
性
が
高
い
。
で
は
、
そ
も
そ
も
一
神
教
と
は
何
な
の
か
。

そ
の
こ
と
を
次
に
素
描
し
て
み
た
い
。

一
神
教
の
概
念
史

一
神
教
と
は
唯

一
の
神
を
信
じ
る
宗
教
に
対
す
る
総
称
で
あ
り
、
広

い
意
味
で
は
、
古
代
エ
ジ
プ
ト
の
ア
ト
ン
信
仰
や
古
代
イ
ン
ド
の
ヴ
ェ

ー
ダ
の
宗
教
な
ど
を
一
神
教
に
分
類
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
一
般
的
に

は
、
中
東
生
ま
れ
の

一
神
教
で
あ
る
ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス

ラ
l

ム
を
指
す
。

一
神
教
と
い
う
言
葉
は
、
近
代
の
西
洋
に
お
い
て
考
案
さ
れ
た
。
文

献
的
に
は
口
世
紀
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
プ
ラ
ト
ン
主
義
者
へ
ン
リ

1

・

モ
ア
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
に
独
自
な
神
論
と
し
て
導
入
さ
れ
た
こ

と
が
確
認
さ
れ
る。

近
代
に
な
り
、
交
易
の
拡
大
と
共
に
、
様
々
な
世

界
の
宗
教
に
つ
い
て
の
知
識
が
流
入
し
て
い
く
中
で
、
他
の
宗
教
と
比

較
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
独
自
性
や
優
位
性
を
説
明
す
る
言
葉
が
一
神

教
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
歴
史
的
に
は
兄
弟
宗
教
と
言
え
る
ユ
ダ
ヤ

教
・
イ
ス
ラ
l

ム
に
対
し
、
西
洋
キ
リ
ス
ト
教
が

一
神
教
的
連
帯
意
識

を
持
つ
こ
と
は
な
か
っ
た
。

む
し
ろ
、
近
代
言
語
学
の
発
展
と
共
に
、

キ
リ
ス
ト
教
は
自
ら
を
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
的
あ
る
い
は
ア

l

リ
ア
的
（
脱
セ

ム
的
）
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
、
ユ
ダ
ヤ
教
・
イ
ス
ラl
ム
に
対
し
セ

ム
的
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
、
自
ら
の
優
位
性
を
高
め
よ
う
と
し
た
。
こ
う

の
外
縁
に
位
置
す
る
「
文
化
的
存
在
」
と
見
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い

a

こ
う
し
た
実
情
を
考
慮
す
る
と
、
国
際
的
な
舞
台
に
お
い
て
も

一
神

教
と
多
神
教
と
の
問
に
は
、
宗
教
学
的
な
中
立
性
と
は
異
な
る
、
微
妙

な
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
し
そ
れ
は
、
す
で
に
見
て

き
た
日
本
に
お
け
る
言
説
の
よ
う
に
、
必
ず
し
も
対
立
的
・
敵
対
的
な

も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
概
念
的
な
棲
み
分
け
に
よ
っ
て
対
立
を
回
避

し
て
い
る
面
が
あ
る
。

イ
ス
ラ

l

ム
主
導
の
宗
教
関
対
話
の
場
に
お
い
て
は
、

一
神
教
的
連

帯
は
し
ば
し
ば
強
調
さ
れ
、
唯

一
な
る
神
へ
の
信
仰
が
至
高
の
価
値
と

さ
れ
る
。

イ
エ
ス
は
イ
ス
ラ

l

ム
に
と
っ
て
偉
大
な
預
言
者
で
あ
り
、

絶
大
な
敬
意
を
も
っ
て
見
ら
れ
て
い
る
の
で
、
イ
エ
ス
に
つ
い
て
語
る

こ
と
は
、
ま
っ
た
く
問
題
は
な
い
。

し
か
し
、
イ
エ
ス
を

三
位
一
体
の

一
位
格
と
し
て
、
す
な
わ
ち
、
神
と
し
て
強
調
す
る
こ
と
は
、
通
常
、

宗
教
関
対
話
の
場
で
は
タ
ブ
l

の

一
つ
で
あ
る
。

「一神教と多神教」言説を読み解く

神
学
的
忽
課
題

で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で

一
神
教
な
の
だ
ろ
う
か
。

三
位

一
体
論
は
、
そ
の
よ
う
な
問
い
の
中
で
形
成
さ
れ
て
き
た
。
キ
リ

ス
ト
教
の
神
理
解
が
三
位

一
体
論
を
中
心
に
伝
承
さ
れ
て
き
た
結
果
、

一
神
教
で
あ
る
と
い
う
自
己
理
解
が
希
薄
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ

が
批
判
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ユ
ル
ゲ
ン
・
モ
ル
ト
マ
ン

は

『
三位
一
体
と
神
の
国
』
（1
9
9
0

年
）
の
中
で
「
唯
一
神
論
と
専

制
君
主
制
と
は
、
同
じ
事
柄
の
二
つ
の
面
に
過
ぎ
な
い
」
（2
1
8

頁
）

と
語
り
、
積
極
的
に
唯

一
神
論
へ
の
批
判
を
展
開
す
る
中
で
、
三
位

一

体
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る。

モ
ル
ト
マ
ン
に
と
っ
て
は
、
三
位

一
体
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し
た
傾
向
の
帰
結
の

一
つ
と
し
て
、
ナ
チ
ス
の
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
（
人
種

低
限
性
政
策
）
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

ち
な
み
に
、
ユ
ダ
ヤ
教
や
イ
ス
ラ

l

ム
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
イ
エ

ス
に
神
性
を
認
め
、
三
位

一
体
と
い
う
神
理
解
を
持
つ
キ
リ
ス
ト
教
は

一
神
教
的
伝
統
か
ら
の
逸
脱
と
し
て
見
ら
れ
る
。

し
か
し
同
時
に
、
ィ

ス
ラ
l

ム
は
ユ
ダ
ヤ
教
と
キ
リ
ス
ト
教
を
「
経
典
の
民
」
、
同
じ
神
に

連
な
る

一
神
教
徒
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
西
洋
キ
リ
ス
ト

教
の
場
合
と
異
な
り
、
イ
ス
ラ
l

ム
は

一
神
教
的
連
帯
意
識
を
持
っ
て

き
た
。
た
だ
し
、
そ
の
連
帯
意
識
も
、
十
字
軍
や
、
西
洋
列
強
に
よ
る

植
民
地
化
に
よ
り
、
大
き
く
傷
つ
け
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
し
。

宗
教
間
対
話
の
場
か
ら
見
た
「
一
神
教
と
多
神
教
」

一
神
教
を
概
念
と
し
て
整
理
し
て
き
た
が
、
次
に
、
そ
れ
が
実
際
の

一
神
教
同
士
の
接
触
や
対
話
の
中
で
、
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る

の
か
、
ま
た
、
多
神
教
が
ど
の
よ
う
に
見
ら
れ
て
い
る
の
か
を
、
私
自

身
の
宗
教
関
対
話
の
経
験
を
交
え
て
考
え
て
み
た
い
。

私
は

一
神
教
学

際
研
究
セ
ン
タ
ー
長
と
し
て
、
数
々
の
宗
教
間
対
話
の
集
会
や
国
際
会

議
に
参
加
し
、
ま
た
、
自
ら
も
そ
れ
を
企
画
・
主
催
し
て
き
た
。
サ
ウ

ジ
ア
ラ
ビ
ア
や
カ
タ
1

ル
が
主
導
す
る
、
宗
教
関
対
話
の
た
め
の
大
規

模
な
国
際
会
議
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
語
ら
れ
る
「
宗
教
」
は
、
仏
教
や

ヒ
ン
ド
ゥ

l

教
な
ど
が
表
現
と
し
て
言
及
さ
れ
る
も
の
の
、
実
質
的
に

は
「
一
神
教
」
と
同
義
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る。
さ
す
が
に
、
こ
う

し
た
会
合
で
は
仏
教
な
ど
を
「
偶
像
崇
拝
」

「異
教
」
と
呼
ぶ
こ
と
は

な
い
が
、
多
神
教
は
「

一
神
教
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
ら
な
い
、
宗
教

は
「
開
か
れ
、
さ
し
招
き
、
統
合
を
可
能
と
す
る
よ
う
な

一
性
」
（
2

4
7

頁
）
と
し
て
理
解
さ
れ
て
お
り
、
た
だ
の
唯
一
神
論
は
排
他
性
の

象
徴
と
見
な
さ
れ
る
。

確
か
に
、
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
を
振
り
返
る

と
き
に
は
、
重
要
な
自
己
批
判
と
し
て
機
能
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

ユ
ダ
ヤ
教
や
イ
ス
ラ
l

ム
を
交
え
た
対
話
の
場
で
は
、
こ
の
よ
う
な
主

張
が
、
そ
の
意
に
反
し
て
、
過
剰
な
ま
で
の
排
他
性
を
帯
び
て
し
ま
う

こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

日
本
の
例
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
問
題
を
「
一
神
教
」
に
押
し
つ
け

問
題
を
外
部
化
し
な
が
ら
、
自
文
化
を
賛
美
す
る
こ
と
は
、
健
全
な

言

論
と
は
言
え
な
い
。
同
時
に
、
「
多
神
教
」
や
「

一
神
教
」
を
優
越
的

な
視
点
か
ら
単
純
化
し
た
り
、
外
部
化
し
て
き
た
歴
史
を
キ
リ
ス
ト
教

が
持
つ
と
す
る
な
ら
、
そ
こ
に
も
類
似
し
た
問
題
が
あ
る
と
考
え
る
べ

き
で
あ
る
。
他
者
と
向
き
合
う
こ
と
は
、
い
つ
の
時
代
も
困
難
で
あ
る

。

そ
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
ン
グ
な
課
題
が
、
深
い
歴
史
的
な
板
を
持
つ
こ
と
を

「
一
神
教
と
多
神
教
」
を
め
ぐ
る
言
説
は
教
え
て
く
れ
て
い
る

。
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