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合
評
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

　

山
我
哲
雄

　
『
一
神
教
の
起
源
』

（
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
三
年
）

　

山
我
哲
雄
氏
は
、
こ
れ
ま
で
旧
約
聖
書
学
・
キ
リ
ス
ト
教
学
の

分
野
で
精
力
的
に
研
究
成
果
を
公
刊
し
て
き
た
。
そ
の
成
果
は
、

そ
の
道
の
研
究
者
の
み
が
読
め
る
専
門
書
か
ら
一
般
入
門
書
ま

で
、
じ
つ
に
幅
が
広
い
。
こ
の
た
び
刊
行
さ
れ
た
『
一
神
教
の
起

源
』は
、専
門
書
の
水
準
を
保
ち
つ
つ
一
般
読
者
に
も
興
味
を
も
っ

て
読
め
る
稀
有
な
一
書
で
あ
る
。
本
学
会
で
は
、
こ
う
し
た
研
究

成
果
を
多
面
的
に
紹
介
し
評
価
す
る
べ
く
、
書
評
と
い
う
形
式
で

は
な
く
、
学
術
大
会
に
お
け
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
い
う
形
で
学
会

員
の
間
で
幅
広
く
検
討
し
た
い
と
考
え
た
。
以
下
で
は
、
残
念
な

が
ら
当
日
学
会
員
の
間
で
出
さ
れ
た
す
べ
て
の
発
言
は
収
録
で
き

な
か
っ
た
が
、
二
人
の
書
評
者
と
山
我
氏
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た

議
論
を
掲
載
す
る
。（
司
会
・
宇
都
宮
輝
夫
） 

　

書
評
と
質
問
①

堀　
　
　

雅　

彦

　

本
書
の
書
名
で
あ
る
「
一
神
教
の
起
源
」
に
は
、
二
つ
の
主
題

が
含
ま
れ
て
い
る
。
一
つ
は
、
広
い
意
味
で
の
一
神
教
と
し
て
の

ヤ
ハ
ウ
ェ
信
仰
そ
の
も
の
の
起
源
と
い
う
主
題
で
あ
り
、
も
う
一

つ
は
、
そ
れ
が
い
か
に
し
て
「
厳
密
な
意
味
」
で
の
唯
一
神
教
へ

と
転
換
し
て
い
っ
た
か
、
と
い
う
主
題
で
あ
る
。

　
「
一
神
教
の
起
源
」
と
い
う
大
問
題
を
こ
の
よ
う
に
分
節
化
し

て
問
う
こ
と
の
必
要
性
は
、
聖
書
・
キ
リ
ス
ト
教
研
究
者
に
と
っ

て
は
す
で
に
自
明
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
書
の
読
者
と
し

て
想
定
さ
れ
て
い
る
一
般
の
読
書
人
に
と
っ
て
は
、
決
し
て
そ
う

で
は
な
い
。
著
者
は
そ
の
よ
う
な
事
情
を
十
分
に
ふ
ま
え
、
ユ
ダ

ヤ
教
や
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ー
ム
は
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
意

味
に
お
い
て
「
一
神
教
」
な
の
か
、
と
い
う
素
朴
な
（
し
か
し
決

し
て
軽
く
は
な
い
）
問
い
に
も
答
え
る
よ
う
な
仕
方
で
、
議
論
を

進
め
て
い
る
。

　

そ
の
面
か
ら
言
え
ば
、
本
書
は
高
度
の
専
門
的
見
地
か
ら
書
か
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れ
た
良
質
の
概
説
書
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
が
、
そ
の
叙
述
は
上

質
な
推
理
小
説
の
よ
う
な
、
と
で
も
評
す
べ
き
読
み
物
と
し
て
の

魅
力
を
も
そ
な
え
て
い
る
。
そ
れ
は
ひ
と
え
に
、
著
者
自
身
が
本

書
に
お
い
て
、
単
に
教
科
書
的
な
解
説
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、

先
行
研
究
を
十
分
に
ふ
ま
え
つ
つ
も
か
な
り
大
胆
な
（
と
、
少
な

く
と
も
門
外
漢
の
私
に
は
思
え
る
）
仮
説
の
提
示
を
試
み
て
い
る

た
め
だ
ろ
う
。

　

そ
の
仮
説
を
支
え
る
全
体
的
な
構
図
と
し
て
、
著
者
は
聖
書
的

一
神
教
の
成
立
・
変
容
に
関
わ
る
五
つ
の
「
信
仰
革
命
」
を
見
出

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
拝
一
神
教
と
し
て
の
ヤ
ハ
ウ
ェ
信
仰
の

成
立
（
第
一
の
革
命
、
前
十
三
世
紀
以
降
）、
民
族
神
と
し
て
の

ヤ
ハ
ウ
ェ
か
ら
世
界
神
と
し
て
の
そ
れ
へ
の
転
換（
第
二
の
革
命
、

前
八
世
紀
）、
ヨ
シ
ア
王
ら
に
よ
る
排
他
的
ヤ
ハ
ウ
ェ
信
仰
の
復

興
・
強
化
（
第
三
の
革
命
、
前
七
世
紀
後
半
）、
民
の
罪
に
よ
る

破
局
の
理
解
と
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
全
能
性
の
強
調
（
第
四
の
革
命
、
前

六
世
紀
）、
第
二
イ
ザ
ヤ
に
よ
る
唯
一
神
観
の
宣
言
（
第
五
の
革

命
、同
じ
く
前
六
世
紀
）、で
あ
る
。
こ
れ
ら
五
つ
の
革
命
の
う
ち
、

先
述
の
第
二
の
問
い
、
す
な
わ
ち
厳
密
な
意
味
で
の
唯
一
神
教
へ

の
転
換
は
、（
も
ち
ろ
ん
先
行
す
る
一
連
の
革
命
を
助
走
と
し
つ

つ
も
）
最
終
的
に
は
第
五
の
革
命
に
お
い
て
達
せ
ら
れ
た
と
著
者

は
見
て
お
り
、
こ
れ
を
「
あ
る
意
味
で
人
類
宗
教
史
上
最
大
の
思

想
的
・
信
仰
的
革
命
」
と
も
評
し
て
い
る
。

　

本
書
を
通
し
て
著
者
が
最
も
大
胆
な
仮
説
に
踏
み
込
ん
で
い
る

の
は
、
こ
の
第
五
の
革
命
を
め
ぐ
る
部
分
で
あ
る
。
私
自
身
、
著

者
の
問
題
関
心
に
引
き
寄
せ
ら
れ
、
様
々
な
こ
と
を
考
え
さ
せ
ら

れ
た
。
多
く
の
読
者
も
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
に
自
前
の
思
考
を
誘
発

さ
れ
る
体
験
を
し
た
も
の
と
思
う
（
そ
れ
が
良
質
の
学
術
書
の
必

須
条
件
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
）。
本
書
に
学
び
、
感

銘
を
受
け
た
点
は
数
多
あ
る
が
、
紙
幅
の
関
係
上
、
以
下
は
む
し

ろ
、
そ
の
よ
う
な
思
考
の
中
で
生
じ
た
い
く
つ
か
の
疑
問
の
み
を

記
し
た
い
。

　

ま
ず
、第
二
イ
ザ
ヤ
に
よ
る
「
一
点
突
破
」（
三
五
六
頁
）
に
よ
っ

て
生
じ
た
と
さ
れ
る
第
五
の
革
命
に
つ
い
て
、
そ
の
受
容
、
波
及

の
側
面
が
、
少
な
く
と
も
本
書
の
範
囲
で
は
十
分
に
語
ら
れ
て
い

な
い
。革
命
を
革
命
た
ら
し
め
る
の
は
、そ
の
前
史
の
み
で
は
な
く
、

そ
れ
以
後
の
歩
み
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
イ
ザ
ヤ
の
思
想
そ
れ
自

体
が
「
革
命
的
」
な
も
の
で
あ
っ
た
、
と
の
主
張
が
妥
当
だ
と
し

て
も
、
そ
れ
が
歴
史
上
、
ど
の
程
度
ま
で
不
可
逆
的
な
変
化
を
現
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実
の
世
に
も
た
ら
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
な
お
疑
問
が
残
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
著
者
が
こ
の
革
命
を
「
民
族
宗
教
」
と
し
て
の
ユ

ダ
ヤ
教
か
ら
「
普
遍
的
な
世
界
宗
教
」
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
へ

の
発
展
の
可
能
性
を
開
い
た
も
の
と
し
て
見
て
い
る
こ
と
、ま
た
、

お
そ
ら
く
は
そ
の
視
点
に
立
つ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
を
「
人
類
宗
教

史
上
最
大
の
」革
命
と
ま
で
呼
ん
で
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
は
、
第
二
イ
ザ
ヤ
の
革
命
性
は
、
後
の
キ
リ
ス
ト
教
、

あ
る
い
は
イ
ス
ラ
ー
ム
の
成
立
と
拡
大
の
歴
史
か
ら
見
て
言
う
ま

で
も
な
い
、
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
第
二
イ
ザ
ヤ
の
思
想
が
そ
れ
ほ
ど
に
画
期
的

な
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
の
成
立
を
準

備
し
た
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
後
の
ユ
ダ
ヤ
教
自
体
を
「
普
遍
的
な

世
界
宗
教
」
へ
と
変
容
さ
せ
る
可
能
性
は
無
か
っ
た
の
か
、
あ
る

い
は
、
実
は
そ
の
よ
う
な
変
容
が
何
ほ
ど
か
具
現
し
て
い
た
の
で

は
な
い
か
、
と
い
っ
た
問
い
直
し
も
ま
た
、
必
要
に
思
わ
れ
る
。

個
人
的
に
は
、
そ
の
後
の
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
の
拡
大
や
、
非
ユ
ダ
ヤ

人
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
出
現
と
い
っ
た
歴
史
的
事
実
か
ら
見
て
、
ユ
ダ

ヤ
教
も
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
教
と
は
別
な
意
味
に
お
い
て
「
普
遍
」

化
や
「
世
界
」
化
の
道
を
歩
ん
だ
、
と
の
見
方
も
出
来
る
の
で
は

な
い
か
と
思
う
。

　

こ
の
よ
う
な
疑
問
は
、
著
者
の
専
門
で
あ
る
聖
書
学
や
キ
リ
ス

ト
教
史
の
観
点
か
ら
は
非
常
識
な
問
い
か
も
し
れ
な
い
。し
か
し
、

宗
教
学
の
見
地
に
学
ん
で
き
た
身
と
し
て
は
、
第
二
イ
ザ
ヤ
の
革

命
性
に
対
す
る
評
価
が
、
い
わ
ゆ
る
価
値
中
立
的
な
視
点
と
い
う

よ
り
は
、
著
者
自
身
の
拠
っ
て
立
つ
キ
リ
ス
ト
教
的
観
点
か
ら
行

わ
れ
て
い
る
、
と
の
印
象
は
い
か
に
し
て
も
抜
き
が
た
い
。
も
ち

ろ
ん
、
そ
の
こ
と
自
体
は
、
必
ず
し
も
本
書
の
価
値
を
損
な
う
欠

点
で
は
な
い
。
た
だ
、第
二
イ
ザ
ヤ
に
よ
る
革
命
を
観
念
上
の「
突

然
変
異
」
や
「
考
え
方
の
枠
組
み
（
パ
ラ
ダ
イ
ム
）
そ
の
も
の
の

転
換
」
な
ど
、
自
然
科
学
や
科
学
史
上
の
概
念
を
援
用
し
て
性
格

づ
け
る
議
論
の
進
め
方
に
は
、
読
者
に
対
し
て
過
度
の
客
観
性
を

印
象
づ
け
る
き
ら
い
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　

厳
密
な
意
味
で
の
唯
一
神
観
は
「
他
の
神
々
の
存
在
そ
の
も
の

を
原
理
的
に
否
定
す
る
」
も
の
だ
と
著
者
は
繰
り
返
し
述
べ
て
い

る
。
し
か
し
、
第
二
イ
ザ
ヤ
の
言
葉
に
読
み
取
れ
る
の
は
、
著
者

自
身
も
認
め
る
よ
う
に
、
一
種
の
「
レ
ト
リ
ッ
ク
」
と
し
て
の
神

の
唯
一
性
の
宣
言
で
あ
る
（
三
五
五
、三
五
八
頁
）。
そ
れ
は
ち
ょ

う
ど
、
恋
す
る
人
が
「
こ
の
世
に
は
あ
な
た
し
か
い
な
い
」
と
手
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紙
に
記
す
の
に
も
似
て
、
た
だ
「
あ
な
た
」
と
の
関
係
の
唯
一
性

を
レ
ト
リ
カ
ル
に
謳
い
上
げ
る
も
の
と
も
思
え
る
。
そ
の
よ
う
な

関
係
の
唯
一
性
を
生
き
る
者
に
と
っ
て
、
他
の
存
在
は
ま
る
で
眼

中
に
な
い
に
ち
が
い
な
い
。
こ
の
場
合
、
他
の
存
在
が
「
原
理
的

に
否
定
」
さ
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
つ
ま
り
関
係
の
唯
一
性
を

こ
え
て
さ
ら
に
存
在
の
唯
一
性
が
主
張
さ
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か

は
、
恋
愛
の
現
実
に
お
い
て
と
同
様
、
信
仰
の
現
実
に
お
い
て
も

必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　

も
ち
ろ
ん
、
信
仰
の
問
題
を
恋
愛
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
に
は
多

く
の
反
論
が
あ
ろ
う
。
聖
書
解
釈
の
常
識
か
ら
す
れ
ば
、
第
二
イ

ザ
ヤ
が
宣
言
し
て
い
る
も
の
が
恋
愛
の
よ
う
な
か
り
そ
め
の
関
係

で
あ
る
は
ず
が
な
い
、
あ
る
い
は
、
そ
の
言
葉
が
恋
文
の
よ
う
な

言
葉
の
彩
に
す
ぎ
な
い
わ
け
が
な
い
、
と
い
う
反
論
も
当
然
あ
る

だ
ろ
う
。
し
か
し
、
私
が
問
い
た
い
の
は
、
そ
の
種
の
断
定
が
、

真
に
第
二
イ
ザ
ヤ
書
の
言
葉
そ
の
も
の
か
ら
引
き
出
せ
る
か
ど
う

か
で
あ
る
。
そ
の
断
定
を
支
え
る
の
は
、
第
二
イ
ザ
ヤ
の
、
で
は

な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
解
釈
す
る
者
の
信
仰
で
は
な
い
か
。

　

著
者
が
適
切
に
も
一
神
教
と
多
神
教
と
い
う
区
分
に
対
し
て
指

摘
す
る
の
と
同
様
に
、
拝
一
神
教
と
唯
一
神
教
の
区
分
も
ま
た
、

お
そ
ら
く
は
一
個
の
「
理
念
型
」
に
す
ぎ
な
い
の
だ
ろ
う
。「
厳

密
な
意
味
で
の
」
唯
一
神
観
は
理
念
の
中
に
し
か
な
く
、
そ
れ
に

「
原
理
的
」
な
内
容
を
与
え
る
の
は
、
何
ら
か
の
神
学
で
あ
り
、

つ
ま
り
何
ら
か
の
信
仰
を
含
む
言
説
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
よ

う
な
神
学
が
第
二
イ
ザ
ヤ
と
い
う
預
言
者
に
よ
る
「
一
点
突
破
」

に
よ
っ
て
一
挙
に
定
立
さ
れ
た
、
と
い
う
著
者
の
大
胆
な
仮
説
の

説
得
力
は
、
決
し
て
脆
弱
な
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

そ
れ
が
も
う
一
つ
の
可
能
性
を
完
全
に
排
除
す
る
ほ
ど
に
決
定
的

な
も
の
だ
と
断
定
す
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
本
書
の
論
述
だ
け

で
は
難
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
な
い
。
も
う
一
つ
の
可
能
性
と
は
す

な
わ
ち
、
第
二
イ
ザ
ヤ
と
い
う
預
言
者
が
、
一
挙
に
、
で
は
な
く
、

む
し
ろ
第
二
イ
ザ
ヤ
書
と
い
う
預
言
書
を
中
心
と
す
る
聖
書
解
釈

の
歴
史
的
蓄
積
が
、
次
第
に
そ
の
よ
う
な
神
学
を
成
立
さ
せ
る
に

至
っ
た
と
い
う
可
能
性
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
著
者
自
身
、
そ

の
よ
う
な
解
釈
学
的
「
前
史
」
を
持
つ
神
学
に
立
脚
し
つ
つ
、
第

二
イ
ザ
ヤ
に
よ
る
「
革
命
」
を
（
単
に
発
見
し
て
い
る
と
い
う
よ

り
は
）
自
ら
再
構
成
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
可
能
性

で
も
あ
る
。

　

以
上
、
疑
問
点
の
み
を
抜
粋
し
て
記
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
本

－54－



書
の
真
価
に
対
す
る
理
解
と
言
及
を
欠
い
た
瑣
末
な
評
言
に
す
ぎ

な
い
、
と
の
声
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
本
書
は
決
し

て
聖
書
研
究
、
キ
リ
ス
ト
教
研
究
に
通
じ
た
読
者
の
た
め
だ
け
に

書
か
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
者
の
た
め
だ
け
に
書
か
れ

た
も
の
で
も
な
い
。
近
年
、
聖
書
や
キ
リ
ス
ト
教
に
関
し
て
こ
の

よ
う
に
広
い
読
者
を
想
定
し
て
書
か
れ
た
書
物
は
明
ら
か
に
増
え

て
い
る
が
、
実
際
に
そ
の
よ
う
な
開
か
れ
た
叙
述
に
な
り
え
て
い

る
書
物
は
、
極
め
て
少
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
特
質
が
学
術
的
な

誠
実
さ
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
な
く
成
立
し
え
て
い
る
書
物
と
な
る

と
、
そ
の
数
は
さ
ら
に
少
な
く
な
る
。
本
書
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
、

そ
れ
ら
の
特
質
を
兼
ね
備
え
た
稀
有
な
一
冊
で
あ
る
。
一
神
教
の

成
立
史
が
い
か
に
「
謎
解
き
」
の
ロ
マ
ン
に
満
ち
た
も
の
で
あ
る

か
を
こ
こ
ま
で
平
易
に
伝
え
た
書
物
は
、他
に
は
そ
う
あ
る
ま
い
。

浅
学
を
省
み
ず
、
評
者
が
私
見
を
記
し
た
く
な
っ
た
の
も
、
そ
の

よ
う
な
本
書
の
魅
力
あ
れ
ば
こ
そ
で
あ
る
。
本
書
を
火
付
け
役
と

し
て
、
今
後
、
専
門
の
別
を
こ
え
た
謎
解
き
の
議
論
が
活
性
化
さ

れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

（
以
上
）

　

書
評
と
質
問
②

桑　

原　

俊　

一

　

本
書
は
、
あ
と
が
き
に
も
あ
る
通
り
二
〇
〇
五
年
、
公
共
哲
学

京
都
フ
ォ
ー
ラ
ム
主
催
の
一
神
教
を
め
ぐ
る
研
究
会
に
著
者
が
発

題
者
の
一
人
と
し
て
招
か
れ
た
こ
と
が
端
緒
と
な
っ
て
執
筆
さ
れ

た
。
こ
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
発
題
と
討
論
は
大
貫
隆
・
金
泰
昌
・
黒

住
真
・
宮
本
久
雄
編
『
一
神
教
と
は
何
か
―
公
共
哲
学
か
ら
の
問

い
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
）
と
し
て
出
版
さ
れ
、

著
者
の
発
題
部
分
は
「
旧
約
聖
書
の
宗
教
は
い
か
な
る
意
味
で
、

〈
一
神
教
〉
で
あ
っ
た
の
か
」（
三
三
頁－

七
八
頁
）
と
い
う
表
題

で
、
発
題
を
受
け
て
の
討
論
（
七
九
頁－

八
九
頁
）
と
と
も
に
所

収
さ
れ
て
い
る
。

　

本
書
全
体
は
、第
一
章
「
一
神
教
と
は
な
に
か
」、第
二
章
「〈
イ

ス
ラ
エ
ル
〉
と
い
う
民
」、
第
三
章
「
ヤ
ハ
ウ
ェ
と
い
う
神
」、
第

四
章
「
初
期
イ
ス
ラ
エ
ル
に
お
け
る
一
神
教
」、
第
五
章
「
預
言

者
た
ち
と
一
神
教
」、第
六
章
「
申
命
記
と
一
神
教
」、第
七
章
「
王

国
滅
亡
、
バ
ビ
ロ
ン
捕
囚
と
一
神
教
」、
第
八
章
「〈
第
二
イ
ザ
ヤ
〉
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