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北
欧
民
族
に
お
け
る
比
較
思
想
的
行
為
と
し
て
の
「
改
宗
」

―
―
ゲ
ル
マ
ン
宗
教
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
ヘ
―
―

一

「
比
較
思
想
」
の
概
念
の
歴
史
が
比
較
的
新
し
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
現
在
の

と

こ

ろ

こ

の

タ
ー

ム
は

、

例

え

ば

時

代

的

に

も

地

域

的

に
も

お
互

い

に
直

接

し

て

い
な

い
思

想

圏

な

い
し

思

想

体

の

比

較

対

照

的

考

察

と

い
う

、

極

め
て

「
学

問

的

・
客

観

的

」

色

彩

の
濃

い

営

為

と

し

て

成

立

し

て

い

る

よ

う

に
思

わ

れ

る

。

そ

れ

に
対

し

て

、

質

を

異

に
す

る

宗

教

間

の
移

行

、

端
的

に

「
改

宗

」
（
ｃ
ｏ
ｎ
ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｉｏ
　
o
mｖ
ｅ
ｎ
ｄ
ｅ
ｌｓ
ｅ
）

と

言

わ

れ

る
現

象

の

場

合

、

成

立

の
次

元

が

個

人

的

か
民

族

的

か

の
区

別

は

と

も

か
く

、

そ

こ

に
見

出

さ
れ

る

の

は
、

お
よ

そ

客

観

的

・
学

問
的

考

察

と
し

て

の

「
比

較
思

想

」

な
ど

で

は

な

く
、

圧

倒

的

に
主

体

的

・
実

存

的

な

行

為

と

し

て

の

「
比

較
思

想

」

で

あ

る

。
そ

し

て

、

本

論

が

意

図

す

る

の

は
、

特

に

一

一
世

紀

前

後

の
北

欧

人

に

お
け

る

「

ゲ

ル

マ

ン
宗

教

」

か

ら

「
キ

リ

ス

ト
教

」

へ

の

転

向

・
改

宗

の

問

題

を
、

尾
　
崎
　
和
　
彦

こ

の
よ
う
な
主
体
的
・
実
存
的
意
味
で
の
比
較
思

想
的
行
為
の
観
点
か
ら
取

り
上

げ
て

み
る
こ
と
で

あ
る
。
し
か
し
、
時
代
的
背
景
及

び
資
料
上
の
制
約

か
ら
、
個
人
に
お
け
る
比
較
思
想
的
行
為
と
し
て

の
「
改
宗
」
の
考
察
は
極

め
て
限
定
的
に
な
る
の
は
避
け
ら
れ
ず
、
主
た
る
関
心
の
対

象
は
、
結
局
、

一
一
世
紀
前
後

に
お
け
る
北
方
ゲ
ル
マ
ン
「
民
族
」
の
改
宗
史
に
な
ら
ざ
る

を
え
な

い
。

さ
て
、
こ
こ
で

「
北
欧
民
族
」

と
し
て
想
定
し
て

い
る
の
は
な
か
ん
ず
く

デ
ン
マ
ー
ク
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
ア
イ
ス
ラ

ン
ド
四
国

に
帰

属
す
る
民

族
の
こ

と
で
あ
る
が
、
彼
ら
の
ゲ
ル
マ
ン
宗
教
か
ら
キ
リ
ス
ト
教

へ

の
改
宗

と
い
う
歴
史
的
事
実
に
関
し
て

一
つ

の
指
標
を
提
供
す
る
の
は
ア

イ
ス
ラ
ン
ド
の
場
合
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
国
で
は
ち
ょ
う
ど
一
０

０
０
年
に
全
島
大
会
（
a
l
l
t
i
n
g
）
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
改
宗
が
法
的

に
許
可

さ
れ
る
が
、
デ
ン
マ
ー

ク
と
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
キ
リ

ス
ト
教
化
は
そ
れ



以

前
、

ス
ウ

ェ
ー
デ

ン
の
場

合
は
そ
れ
以
後

に
属
す

る
と
い
う
仕
方
で

、
前

後
に
約
三
〇
〇

年
間
の
落
差

は
あ
る
も

の
の
、
北
欧
四
国

の
改

宗
は
ほ
ぼ
こ

の
時
代

に
集
中
し
て
お
り
、
こ

の
こ
と
が
四
つ
の
北
欧
民
族

に
お
け

る
改
宗

に
共
通
す
る
特
質
を
付
与
す

る
要
因

に
も
な

っ
て
い
る

の
で
あ

る
。

そ
し
て

、

彼
ら
の
改
宗
に
共
通
す
る
こ
の
特
質
こ
そ
、
彼
ら
の
「
比
較
思
想
的
行
為
と

し
て
の
改
宗
」
を
決
定
的

に
特
徴
づ
け
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

の
発
見

と
指
摘
が
本
論
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

そ
の
た
め
に
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
を
中
心
と
し
た
改
宗
へ
の

「
外

的
経
過
」
を
簡
単
に
窺
う
こ
と

に
よ

っ
て
、
外

か
ら
見

た
北
方

ゲ
ル

マ

ン
民
族
に
お
け

る
改
宗
の
一
般
的
特
質

を
あ
ぶ
り
出

し
て

み
る
こ
と
に
す
る
。

ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
諸
国
の
こ
の
キ
リ
ス
ト
教
化

に
つ
い
て

、
デ
ン

マ
ー

ク
考
古
学
界
の
権
威
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ブ
レ
ン
ス
テ
ー
ズ
は
、
こ
の
よ
う
に
述
べ

て

い
る
。

「
（
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
諸
国
へ

の
）
キ
リ

ス
ト
教
の
浸

透
は
急

速

な
も

の
で

は
な
か
っ
た
。

ヴ
ァ
イ

キ
ン
グ
時
代
の
始

ま
る
八
〇
〇

年
頃

の
北

欧
は
ま

っ
た
く
の
異

教
世
界
で

、
デ
ン
マ
ー
ク
の
改
宗

ま
で

は
約

一
五
〇
年

、
ン
ル
ウ
ェ
ー
と
ア
イ

ス
ラ
ン
ド
で

は
約
二
〇
〇

年
を
要

し
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
が
完

全
に
キ
リ
ス
ト
教
化
さ
れ
る
ま
で

は
三
〇
〇
年
以

上
が
経
過
し

た
。
こ

の
穏
や

か
な
慈
悲
と
苦
難
の
宗
教
が
ヴ

ァ
イ

キ
ン

グ
を
ど
の
よ

う
に
し
て
征
服
す

る
こ
と
が
で
き
た

か
を
問
う
よ
り
も
、

改
宗

に
こ
れ

ほ
ど
長
時
間
を
要
し
た
こ
と
の
方
に
む
し
ろ
驚
く
理
由
が

あ

る
。
と

い
う
の
も

一
方

は
多
彩
な
神
々
の
王
国
で
は
あ

っ
て
も
、
実

際

に
は
そ
れ
ほ
ど
強
力
で

は
な
か
っ
た
の
に
対

し
、
も
う
一
方

は
ロ
ー

マ
教
会
の
巨

大
な
組
織
を
背
景
に
浸
透
の
試
み

を
不
断

に
繰
り
返
し
、

手
始

め
に
王

や
首

長
ら
北

欧
社
会
の
上
層
階
級
を
懐
柔
す

る
と

い
う
巧

妙
な
戦
術
を
所
有

し
て

い
た
か
ら
で

あ
る
。

だ
が
、
改
宗

に
か
な
り
の

時
間
を
要
し

た
理
由

と
は
、
北
欧
古
来
の
宗
教

に
秘

め
ら
れ
て
い
た
力

が
、
代

々
継
承
さ
れ
て
き

た
祭
祀
、
つ
ま
り
一
年
の
歩
み
や
生
命
の
豊

饒
さ
や
収
穫
と
不
可
分

に
結
び
付
い
た
祭
祀
形
態
の
中

に
宿

っ
て
い
た

こ
と
で
あ
ろ
う
。
上
層
階
級
に
対
す

る
改
宗

は
ほ
ぼ
順
調
に
行
っ
た
が
、

こ
の
新
し

く
強
力

な
唯
一
神
が
社

会
に
根
付

く
過
程

で
、
そ

れ
ま
で

ヴ
ァ
イ
キ
ン
グ
の
現

世
生
活
の
要
求
と
存
在
を
確
か
な
も
の
と
し
、
あ

ら
ゆ
る
時
代

の
経
験
を
備
え

た
古
来
の
宗
教
の
風
俗
習

慣
が
侵
害
さ
れ

よ

う
と
し

た
と
き
、
初
め
て
事
態
は
深
刻
と
な
っ
た
。
こ

の
領
域
に
お

け

る
転
向

・
改
宗
が

実
に
長
い
歳
月
を
必
要

と
し

な
け
れ

ば
な

ら
な

か
っ
た
。
」

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
宗
教
史
家
フ
ォ
ル
ケ
・
ス
ト
レ
ー
ム
も
、
ヴ
ァ
イ
キ
ン

グ
時
代
多
数

の
北

欧
人
が

海
外
で

キ
リ
ス
ト
教
と
じ

か
に
接
触
し
、
新
し
い

思
想
を
携
え
て
帰
国

し
た
も
の
の
、
全
般
的
に
は
こ

の
地
域

に
定
住
し
て
い

た
農
民
人
口
が
父
祖
伝
来

の
信
仰
を
頑
固
に
固
持
す

る
と

い
う
仕
方
で
、
宗

教
と
社
会
生
活
と

の
間

に
存
在
す
る
強
い
結
び
付
き

の
た

め
に
、
当
時
の
北

欧
に
お
い
て

は
キ
リ

ス
ト
教

は
根
本
的
に
社
会
の
下
層
階
級
の
運
動
に
は
な

ら
ず
、
こ
の
地
の

キ
リ

ス
ト
教
伝
道
は
、
宗
教
や
法
秩
序
の
支
柱
、
つ
ま
り

王
や
権
力
者
に
向
か

っ
た
と
こ
ろ
に
そ
の
特
質
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し



て

い

る

。

そ

し

て

、

フ

ォ

ル

ケ

・

ス

ト

レ

ー

ム

は

、

ブ

レ

ン

ス

テ

ー

ズ

が

上

記

引

用

文

に

お

い

て

指

摘

す

る

、

豊

か

な

時

代

的

経

験

を

有

す

る

古

来

の

宗

教

の

風

俗

習

慣

が

侵

害

さ

れ

る

基

本

的

な

場

面

と

し

て

、

社

会

全

体

に

と

っ

て

重

要

な

意

義

を

有

す

る

公

的

な

祭

祀

の

維

持

者

（

王

・

権

力

者

）

が

も

は

や

自

ら

の

伝

統

的

な

祭

式

機

能

を

発

揮

し

な

く

な

る

こ

と

に

よ

っ

て

。

国

民

大

衆

が

個

別

的

に

執

り

行

な

う

屋

敷

内

の

祭

祀

が

単

独

で

は

埋

め

る

こ

と

が

で

き

な

い

宗

教

的

な

真

空

状

態

の

発

生

を

挙

げ

て

い

る

。

イ

ン

タ

ー

ナ

シ

ョ

ナ

ル

な

志

向

性

を

有

す

る

キ

リ

ス

ト

教

徒

の

王

の

権

力

と

、

村

落

に

根

付

く

古

い

宗

教

を

奉

ず

る

農

民

の

勢

力

と

の

間

に

、

た

と

え

一

時

的

に

激

烈

な

闘

争

が

あ

っ

た

り

、

ゲ

ル

マ

ン

異

教

か

ら

の

反

動

が

短

期

間

成

功

を

収

め

る

こ

と

が

あ

っ

た

と

し

て

も

、

結

果

は

始

め

か

ら

明

ら

か

で

あ

っ

た

の

で

あ

る

。

デ

ン

マ

ー

ク

の

著

名

な

宗

教

史

家

ヴ

ィ

ル

ヘ

ル

ム

・

グ

レ

ン

ペ

ッ

ク

の

、

ス

カ

ン

デ

ィ

ナ

ヴ

ィ

ア

諸

国

に

お

け

る

改

宗

過

程

の

特

質

に

関

す

る

以

下

の

ご

と

き

発

言

も

、

こ

の

よ

う

な

歴

史

的

事

情

を

踏

ま

え

て

の

こ

と

で

あ

る

。

「
（

ス

カ

ン

デ

ィ

ナ

ヴ

ィ

ア

諸

国

に

お

い

て

は

）

改

宗

は

全

体

と

し

て

見

る

と

、

そ

れ

ほ

ど

深

刻

な

格

闘

な

し

に

行

わ

れ

た

。

こ

の

よ

う

な

精

神

革

命

が

若

干

の

抵

抗

を

伴

う

の

は

当

然

の

こ

と

で

あ

っ

た

。

実

際

わ

れ

わ

れ

も

オ

ー

ラ

フ

一

世

ト

リ

ュ

グ

ヴ

ァ

ソ

ン

（
ｏ

ｌ
ａ
ｖ

　Ｉ
　
,

Ｔ
ｒ
ｙ
ｇ
ｇ
ｖ
ａ
ｓ
ｏ
ｎ
　
９
９
５
-
１
０
０
０
)
や
聖
オ
ー
ラ
フ
ニ
世
（
Ｏ
ｌ
ａ
ｖ
　
ｎ
　
ｄ
ｅ
ｎ
　
Ｈ
ｅ
ｌ
ｉ
ｇ
ｅ

１
０
１
５
-
３
０

）

の

よ

う

に

改

宗

に

熱

心

だ

っ

た

王

と

国

民

と

の

摩

擦

が

あ

っ

た

こ

と

を

承

知

し

て

お

り

、

特

に

前

者

は

乱

暴

な

方

法

を

用

い

た

た

め

に

彼

ら

の

不

満

を

相

当

掻

き

立

て

、

こ

の

国

の

各

地

で

大

き

な

抵

抗

が

見
ら
れ
、
あ
ち
こ
ち
で

古
い
信
仰
へ

の
殉
死
者
が
出

た
の
で
あ

っ
た
。

し
か
し
、
南
の
方
角
か
ら
勝
利

を
収

め
つ
つ
突
進
し
て
き

た
宗
教

に
対

す
る
厳
密
な
意
味
で

の
戦
い
に
つ
い
て

は
ま

っ
た
く
問
題

に
な
ら
な

い
。

そ
の
移
行
が
ど
ん
な
に
容
易

に
行

わ
れ
え
た

か
を
わ
れ
わ
れ

は
ア
イ

ス

ラ

ン
ド
に
お

い
て
発
見
す
る
こ
と
が
で
き

る
」
。

特
に
以
上
デ

ン
マ
ー

ク
及
び
ス
ウ
ェ
上

ア
ン
の
代
表
的
な
三
人
の
研
究
者

ブ
レ
ン
ス
テ
ー
ズ
、
ス
ト
レ
ー
ム
、
グ
レ
ン
ペ
ッ
ク
の
所
論
を
総
合
し
て
み

る
と
、

1
　
オ
ー
ラ
フ
・
ト
リ
ュ
グ
ヴ
ァ
ソ
ン
治
下
の
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
よ
う
に
若

干

の
場
合

は
例
外
と
し
て
、
ま
た
新
宗
教
勢
力
と
旧

宗
教
勢
力
と
の
間

で
後
者
へ
の
殉
教
者
の
発
生
を
交
え
た
短
期
間
若
干

の
信
仰
闘

争
が
発

生
し

た
と
し
て
も
、
北
欧
の
場
合
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
に
お
い
て

典
型

的

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ゲ
ル

マ
ン
異
教
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
転
換
は

自
明
的
な
仕
方
で
比
較
的
平
穏
裏

に
行
わ
れ
た
。

2
　
そ
の
反
面
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
の
１
０
０
０
年
を
挟
み
、
ス
カ
ン
デ
ィ

ナ
ヴ
ィ
ア
の
他
の
三
国
の

キ
リ
ス
ト
教
化
が
そ
の
前
後

に
三
〇
〇
年
と

い
う
長
期
間
を
要

し
た
理
由

は
、

ロ
ー
マ
教
会
の
懐
柔
策

に
嵌
ま

っ
て

ま
ず
改
宗
し
た
王

や
首
長
と

い
っ
た
権
力
者
が
国
民
を
啓
蒙
す
る
と
い

う
仕
方
で
キ
リ
ス
ト
教
化

を
謀

っ
た
も
の
の
、
伝
統
的
社
会
を
支
え
て

き
た
異
教
の
公
的
祭
祀

の
主
催
者
と
し
て
の
役
割
を
放
棄
す

る
こ
と
に

よ

っ
て
、
国
民
の
間
に
一
種

の
精
神
的
な
真
空
状
態
も

た
ら
し
た
権
力

者

に
と

っ
て
は
、
当
の
国

民
大
衆

の
伝
統
と
日
常
生
活

の
中

に
深
く
織



り
込
ま
れ
た
伝
統
的
な
異
教
祭
祀
を
慈
悲
と
苦
難
の
新
宗
教
ヘ
一
気
に
、

か
つ
短
期
間
に
移
行

さ
せ

る
こ
と

は
不
可

能
で
あ

っ
た
た
め
で
あ
る
。

し
か
し
、
北
欧
人
に
と
っ
て
は
、
こ
の
移
行
・
改
宗
の
運
動
自
体
は
、

も

は
や

避
け
ら

れ
な
い
必
然
的
運

命
で

あ
っ
た
。

さ
て

、
ブ
レ
ン
ス
テ
ー
ズ
は
ま

た
以

上

の
事
態
を

踏
ま
え
て
、
「
全
島

民

の
同
時

改
宗

と
い
う
他
に
類
例

の
な
い
こ
の
奇
妙
な
方
法
自
体
、
す

で
に
島

内
的

に
は
改

宗
の
機
が
熟
し
て

い
た
こ

と
を
証
明
し

て
い
る
。
古
来
の
宗
教

は
ア
イ

ス
ラ
ン
ド
で

は
早
く
も
無
力
化
し
て

い
た
」

と
も
述
べ
て
い
る
が
、

こ
れ

は
、
「
社
会

生
活
と
法
と
宗

教
と
の
間

の
不

可
分

な
結
び

つ
き
を

め
ぐ

る
洞
察
が
、
異

教
の
運
命

を
確

か
な
も

の
に
す

る
こ
と

に
な

っ
た
」
（

フ
ォ

ル

ケ
・

ス
ト
レ
ー
ム
）
と

い
う
意
味
に
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
し

て
、
こ
の
こ
と

は
ま
た
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
に
お
け
る

ゲ
ル
マ
ン
異
教
か
ら
キ

リ
ス
ト
教
へ
の
転
回
は
前
後
裁
断
的
・
二
者
択
一
的
な
決
断
の
行
為
と
は
言

い
が

た
く
、
む

し
ろ
ド
イ

ン
の
宗
教
史

家
ア
ド

ル
フ
・

ヘ
ル
テ

が
そ

の
著

『
ゲ
ル

マ
ン
精
神
と

キ
リ

ス
ト
教
の
遭
遇
』
の
中
で
提
出
し

た
、
「
『
エ
ッ
グ
』

や

『
サ
ガ
』

の
故
郷

ア
イ
ス
ラ

ン
ド
で

は
、
異
教
は
原
則
的

に
は
排
除
さ
れ
、

改
宗

は
遂
行
さ
れ
た
も

の
の
、
改
宗
は
国
民

に
と

っ
て

は
も
と
よ
り
心
の
問

題
で

は
な
く
、
所
詮

は
ま

っ
た
く
の
外
面
的
な
事
象

に
す
ぎ
ず
、
異
教
に
託

さ
れ
た
こ
の
留
保
の
姿
勢
こ
そ
こ
の
島

に
お
け
る
キ
リ

ス
ト
教
へ
の
移
行
を

本
質
的

に
特
徴
づ
け

る
も
の
で
あ
る
」
、
と

い
う
見
解

こ
そ
が
、
こ

の
北

欧

ゲ
ル

マ
ン
民
族
の
改
宗
の
真
相
を
突
い
て
い
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

も
っ
と
も
彼
も
、
オ
ー
ラ
ヴ
ニ
世
聖
王
が
一
〇
一
六
年
に
異
教
に
対
す
る
一

切

の

譲

歩

排

除

を

命

令

し

て

以

後

、

漸

次

異

教

が

消

滅

し

て

ゆ

き

、

ア

イ

ス

ラ

ン

ド

人

の

中

に

キ

リ

ス

ト

教

的

思

惟

と

感

情

が

根

付

い

て

い

っ

た

こ

と

を

認

め

て

は

い

る

。

し

か

し

な

が

ら

、

ア

イ

ス

ラ

ン

ド

に

お

け

る

改

宗

の

こ

の

よ

う

な

特

質

を

知

る

と

き

、

わ

れ

わ

れ

は

ド

イ

ツ

の

著

名

な

ゲ

ル

マ

ン

宗

教

史

学

者

ヴ

ァ

ル

タ

ー

・

ペ

ト

ケ

が

提

示

し

た

、

以

下

の

ご

と

き

主

張

に

最

高

に

注

目

せ

ざ

る

を

え

な

い

で

あ

ろ

う

。

「

当

然

異

教

の

抵

抗

力

が

新

し

い

信

仰

の

受

容

に

対

し

て

影

響

が

な

い

は

ず

は

な

か

っ

た

。

ス

カ

ン

デ

ィ

ナ

ヴ

ィ

ア

諸

国

で

は

、

ド

イ

ツ

の

場

合

同

様

、

キ

リ

ス

ト

教

の

容

認

に

は

さ

ま

ざ

ま

な

強

制

力

が

用

い

ら

れ

、

か
く
て
移
行
期
間
に
は
〈
ゲ
ル
マ
ン
的
-
キ
リ
ス
ト
教
的
シ
ン
ク
レ

テ
ィ
ズ
ム
〉
　
（
e
i
n
　
ｇ
ｅ
ｒ
ｍ
ａ
ｎ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
-
ｃ
ｈ
ｒ
ｉ
ｓ
ｔ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ
ｒ
　
Ｓ
ｙ
ｎ
ｋ
ｒ
ｅ
ｔ
ｉ
ｓ
m
ｕ
ｓ
）

が

展

開

さ

れ

た

の

で

あ

る

。

こ

の

〈

シ

ン

ク

レ

テ

ィ

ズ

ム

〉

は

確

か

に

部

分

的

に

は

そ

の

後

克

服

さ

れ

は

し

た

が

、

し

か

し

ま

た

一

部

は

さ

ら

に

強

化

さ

れ

て

（
ｓ

ｉｃ

ｈ

　
ｋ
ｏ
ｎ

ｓ
ｏ

ｌ
ｉ
ｄ
ｉｅ
ｒ
ｔ
ｅ

）
’

結

果

的

に

は

〈

大

規

模

な

キ
リ
ス
ト
教
の
ゲ
ル
マ
ン
化
〉
(
e
i
n
e
 
w
ｅ
ｉ
ｔ
ｇ
ｅ
ｈ
ｅ
ｎ
ｄ
ｅ

Ｇ

ｅ
ｒ
ｍ

ａ
ｎ

ｉｓ

ｉｅ
ｒ
ｕ
ｎ

ｇ

　
ｄ
ｅ
ｓ

　
Ｃ

ｈ
ｒ
ｉ
ｓ
ｔ
ｅ
ｎ

ｔ
ｕ
m

ｓ

）

を

も

た

ら

す

こ

と

に

な

る

の

で

あ

る

。

も

し

キ

リ

ス

ト

教

の

内

面

的

獲

得

を

問

う

の

で

あ

れ

ば

、

こ
の
混
合
-
変
形
過
程
　
（
Ｖ
ｅ
ｒ
m
i
ｓ
ｃ
ｈ
ｕ
ｎ
ｇ
ｓ
-
ｕ
ｎ
ｄ

Ｕ
ｍ
f
ｏ
ｒ
m
ｕ
ｎ
ｇ
ｓ
ｐ
ｒ
ｏ
ｚ
ｅ
β
）
の
在
り
方
と
範
囲
を
確
認
す
る
こ
と
が
重

要

に

な

る

」
。

ア

イ

ス

ラ

ン

ド

に

お

け

る

改

宗

は

全

島

会

議

の

議

決

に

基

づ

く

政

治

的

配



慮
の
結
果
で
も

あ
っ
た
が
、
ペ
ト
ケ
は
、
こ
の
よ

う
な
便
宜
的
方
策

の
み

な

ら
ず
、
ド
イ
ン
同

様
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
諸
国

に
お

い
て
も
、

ゲ
ル
マ
ン

異
教
徒
の
抵
抗

を
押
さ
え

る
た
め
に
彼

ら
の
改
宗

に
は
さ
ま
ざ
ま

な
仕
方
で

強
制
力
が
用

い
ら
れ
た
こ
と
が
、
結
果

的
に
「
ゲ
ル
マ
ン
的
要
素

と
キ
リ
ス

ト
教
的
要

素
と

の
混

合
形

態
」

と
い
う
意
味
で

の
「

シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ

ム
」

が
古
代
北
欧
民

族
の
改
宗
を
特
徴
づ
け

る
こ
と
に
な
っ
た
と

考
え
て

お
り
、

さ
ら
に
こ
の
「

シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
」

が
あ
る
程
度
克
服

さ
れ
た
後
に
は
、

よ
り
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
「
大

規
模
な
キ
リ
ス
ト
教

の
ゲ
ル
マ
ン
化
」

が
発
生
し

た
と
主
張

し
て

い
る
の
で

あ
る
が
、
ペ
ト
ケ
の
こ

の
よ

う
な
所

見
は
、
北
欧

人
に
お
け

る
比
較
思

想
的
行
為

と
し
て

の
改
宗

を
考
察
し
よ

う
と
す

る
わ
れ

わ
れ
に
と
っ
て
極

め
て
示

唆
に
富
む
発

言
で

あ
り
、
以
下

に
お
け

る
わ
れ
わ

れ
の
論
述
は
、
結
局
基

本
的
に
は
、
ベ
ト
ケ
の
指
摘
す

る
北
欧

人
の
改
宗
に

お
け
る
「
ゲ
ル
マ
ン
的
な
も
の
」
と
「
キ
リ
ス
ト
教
的
な
も
の
」

と
の
「
ン

ン
ク
レ
テ
ィ
ズ

ム
」
「
キ
リ
ス

ト
教
の
ゲ
ル

マ
ン
化
」
と

い
う
「
混
合
－

変

形
過
程
」

論
の
吟

味
に
向
か
わ
ざ
る
を
え
な
い
で

あ
ろ
う
。

二

ペ
ト

ケ
は
、
す
で

に
指
摘
し
た
「
政
治
宗
教
」
と
し
て

ゲ
ル

マ
ン
宗
教
の

理
念
が

キ
リ
ス
ト
教
に
転
換
さ
れ
た
結
果
、
改
宗
に
際
し
て

キ
リ
ス
ト
が
政

治
共
同

体
の
平
和

が
託

さ
れ
た
民
族
の
、
国
家
の
神
と
し
て
把
握
さ
れ
、
古

い
ゲ
ル
マ
ン
異
教

に
代

わ
っ
て

政
治
的
な
自
己

主
張
の
た
め
に
キ
リ
ス
ト
教

が
用

い
ら

れ
る
と

こ
ろ

に
、
こ
の
よ
う
な
「

シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ

ム
」
の
発
生

を

洞

察

し

て

い

る

。

北

欧

に

限

定

さ

れ

ず

、

ゲ

ル

マ

ン

世

界

全

体

に

共

通

す

る

と

見

な

す

こ

の

現

象

を

綿

密

に

検

証

し

つ

つ

、

さ

ら

に

本

来

は

ゲ

ル

マ

ン

異
教
の
主
神
オ
ー
ジ
ン
（
■
■
■
■
■
　
Ｗ
ｏ
ｄ
ａ
ｎ
[
南
ゲ
ル
マ
ン
民
]
）
の
別

名
「
勝
利
の
神
、
勝
利
の
主
」
（
Ｓ
ｉ
ｅ
ｇ
ｅ
ｓ
ｇ
ｏ
ｔ
ｔ
,
　
Ｓ
ｉ
ｅ
ｇ
ｅ
ｓ
ｈ
ｅ
ｒ
ｒ
)
と
い
っ
た

古

い

表

象

が

キ

リ

ス

ト

に

移

さ

れ

、
「

こ

の

よ

う

な

勝

利

の

神

と

し

て

賛

美

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

異

教

ゲ

ル

マ

ン

精

神

に

よ

る

キ

リ

ス

ト

の

神

話

化

と

政

治

化

と

が

結

び

つ

い

て

い

る

の

は

紛

れ

も

な

い

事

実

で

あ

る

」
、
「

キ

リ

ス

ト

像

の

政

治

化

と

神

話

化

の

認

識

が

ま

さ

し

く

改

宗

史

に

と

っ
て

は

最

大

の

意

義

を

有

す

る

」

の

で

あ

る

。

な

ぜ

な

ら

、
「
こ

の

認

識

が

始

め

て

文

献

資

料

の

妥

当

な

解

読

の

前

提

と

な

る

」

か

ら

で

あ

る

。

か

く

て

、

ベ

ト

ケ

に

よ

れ
ば
、
本
来
は
完
全
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
「
ゲ
ル
マ
ン
的
―
神
話
的
地
層
」

と

「

キ

リ

ス

ト

教

的

―

神

学

的

地

層

」

で

あ

り

な

が

ら

、

前

者

が

後

者

に

移

行

・

転

換

さ

れ

る

仕

方

で

両

契

機

が

共

存

す

る

と

こ

ろ

に

「

シ

ン

ク

レ

テ

ィ

ズ

ム

」

の

み

な

ら

ず

、
「

キ

リ

ス

ト

教

の

ゲ

ル

マ

ン

化

」

の

現

象

が

生

起

す

る

の

で

あ

る

。

な

お

、

そ

の

際

ベ

ト

ケ

は

、

改

宗

期

の

「

ゲ

ル

マ

ン

初

期

キ

リ

ス

ト

教

」

の

資

料

か

ら

「

ゲ

ル

マ

ン

異

教

」

へ

の

「
逆

推

理

」

を

行

っ

て

、

福

音

に

対

す

る

素

因

を

ゲ

ル

マ

ン

人

が

す

で

に

改

宗

前

に

所

有

し

て

お

り

、

「

も

し

キ

リ

ス

ト

教

の

中

に

異

教

信

仰

自

体

に

す

で

に

現

存

し

て

い

る

素

因

の

充

足

・

完

成

」

を

見

る

よ

う

な

転

倒

行

為

を

行

っ

て

は

な

ら

な

い

こ

と

を

厳

し

く

注

意

し

て

い

る

。

な
お
、
ペ
ト
ケ
は
否
定
す
る
の
で
あ
る
が
、
ｃ
・
Ｍ
・
ク
サ
ッ
ク
は
、
ゲ

ル

マ

ン

民

族

改

宗

史

に

関

す

る

最

新

の

文

献

で

も

あ

る

彼

女

の

シ

ド

エ
ー

大



学

宗

教

学

学

位

論

文

『
ゲ

ル

マ

ン

民

族

の

改

宗

』

に

お

い

て

、

ア

イ

ス

ラ

ン

ド

人

の

初

期

キ

リ

ス

ト

教

が

他

の

ゲ

ル

マ

ン

民

族

の

そ

れ

同

様

「
混

合

主

義

的

」
（
ｓ
ｙ
ｎ
ｃ
ｒ
ｅ
ｔ
ｉｓ
ｔ
ｉｃ
）

た

る

ゆ

え

ん

を

、

ベ

ト

ケ
同

様

、

全

島

会

議

の

結

果

と

し

て

古

い

宗

教

が

公

的

に

は

差

し

止

め

ら

れ

た

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

私

的

に

は

な

お

暫

時

生

贄

の

慣

習

が

守

ら

れ

た

事

実

の

中

に

指

摘

し

、

ア

イ

ス

ラ

ン

ド

に

強

力

な

中

央

集

権

が

存

在

せ

ず

、

ま

た

信

仰

箇

条

も

教

義

も

有

し

な

い

と

い

う

ゲ

ル

マ

ン

異

教

の

特

性

が

、

こ

の

宗

教

の

残

存

と

キ

リ

ス

ト

教

の

ル
ー
ズ
な
受
容
と
解
釈
を
可
能
な
ら
し
め
た
と
見
て
い
る
。
な
お
、
ク
サ
ッ

ク

は

、

こ

の

よ

う

な

「

ン

ン

ク

レ

テ

ィ

ズ

ム

」

は

、

同

時

代

の

ア

イ

ス

ラ

ン

ド

民

衆

の

中

に

発

見

し

う

る

の

み

な

ら

ず

、

さ

ら

に

キ

リ

ス

ト

教

徒

と

し

て

ス

ン

リ

ー
ス

ト

ゥ

ル

ル

ン

ン

（
Ｓ
ｎ
ｏ
ｒｒ
ｉ　
Ｓ
ｔ
ｕ
ｒ
ｌｕ
ｓ
ｏ
ｎ
　ｃ

．　
１
１
７
９
-
１
２
４
１
）

が

ゲ

ル

マ
ン
宗
教
に
深
い
関
心
を
寄
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
『
新
エ
ッ
ダ
』

（
ｃ

．　
１
２
２
０
）

が

「

シ

ン

ク

レ

テ

ィ

ズ

ム

」

の

色

彩

を

色

濃

く

湛

え

て

い

る

の

は
当
然
と
し
て
、
さ
ら
に
『
古
エ
ッ
ダ
』
に
お
い
て
生
贄
の
樹
に
わ
れ
と
わ

が

身

を

ぶ

ら

下

げ

た

オ

ー

ジ

ン

の

像

と

十

字

架

上

の

イ

エ

ス

像

を

重

ね

合

わ

せ

、

さ

ら

に

善

と

光

の

神

バ

ル

ド

ル

と

キ

リ

ス

ト

と

を

ダ

ブ

ら

せ

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

そ

こ

に

ゲ

ル

マ

ン

異

教

に

お

け

る

「

シ

ン

ク

レ

テ

ィ

ズ

ム

」

の

存

在

を

見

よ

う

と

す

る

一

部

の

研

究

者

の

試

み

に

留

意

し

つ

つ

も

。

こ

れ

ら

の

イ

メ

ー

ジ

の

創

造

に

キ

リ

ス

ト

教

の

影

響

が

あ

っ

た

と

は

考

え

ら

れ

な

い

と

し

て

、

こ

う

い

っ
た

試

み

に

は

懐

疑

的

で

あ

る

。

し

か

し

、

中

世

ヨ

ー

ロ

ッ

パ
文
学
中
最
高
傑
作
と
称
え
ら
れ
る
『
古
エ
ッ
ダ
』
冒
頭
の
詩
編
『
巫
女
の

予

言

』
（
Ｖ
ｏ
ｌｕ
ｓ
ｐ
ａ
　
=

　
Ｖ
ｏ
ｌｖ
ａ

「
巫

女

」

十

ｓ
ｐ
ａ
）
【

予

言

】

の

場

合

事

情

が
ま

っ
た
く
異
な
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
特
に
こ
の
詩
編
の
後
半

の
ラ
グ
ナ

ロ
ク
の
場
面
に
登
場
す
る
宇
宙
の
「
破
滅
」
と
「
復
活
」

の
場
面

を
根
拠
と

し
て
、
異
教
的
・
ゲ
ル

マ
ン
的
な
価
値
観
と
キ
リ
ス
ト
教
的
価
値

観
と
の
混

合
と
い
う
「

シ
ン
ク

シ
テ
ィ
ズ

ム
」
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
ゲ
ル
マ
ン
民
族
に
お

け
る
「
改
宗
」
の
当
然
の
帰
結
を
実
証
し
て

い
る
と
主
張
す

る
。

ゲ
ル
マ

ン
宗
教
研

究
史
上
最

高
の
碩
学
と
も

呼
ぶ
べ
き
オ

ラ
ン

ダ
の

ヤ

ン

ー
ド

ウ

ー
フ
リ
ー
ス
は
、
『
古
代
ゲ
ル
マ
ン
宗
教
史
』

に
お
い
て
、
「
当
時

の
北
欧
民
族
は
純
粋
に
異
教
的
で

も
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
的
で

も
な
か
っ
た
。

こ
れ
ら
二
つ
の
信
仰
表
象
の
結
合
が
独
自

の
混
合
形
態
に
導

い
た
こ
と

は
間

違
い
な
い
」
、
と
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ペ
ト
ケ
や
ク
サ
ッ
ク
同
様
北
欧
民

族
に
お
け

る
改
宗

を
「

シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
」
に
よ
っ
て
特

徴
づ
け
て
い
る
。

こ
の
点
を
フ
リ
ー
ス
は
、

改
宗
期

に
は
古

い
習
慣
は
そ
れ
が

キ
リ

ス
ト
教
の

要

請
に
適
用

さ
れ

る
場

合
に
の
み

維
持
で
き
た
の
で

あ
り
、
異
教
的
な
も
の

が
漸
次
形

式
の
み

に
な
っ
て

、
内

容
は
キ
リ

ス
ト
教
的
な
も

の
に
よ

っ
て
満

た
さ
れ

る
と
い
う
「
混

合
形
態
」
と

い
う
意
味
で
の

「

シ
ン

ク
レ
テ

ィ

ズ

ム
」
と
し
て

も
把
握
し
て

い
る
。

そ
し
て
、
こ
の
混
合
形
態

の
特
徴

は
、
相

互
に
異
質

的
な
要

素
が
外
面

的
に
併
存
し
て

い
る
と
か
、

キ
リ
ス
ト
教
的
な

も
の
が
異
教
的
な
迷
信
に
く
っ
つ
い
て

い
る
と
い

っ
た
こ
と
に
あ

る
の
で

は

な
い
。
ア
ク
セ
ン
ト
の
置
き

方
こ
そ
違
え
、
異
教
的
な
も

の
と
キ
リ
ス
ト
教

的
な
も
の
と
が
同

一
の
感

情
を
共

有
し
て

い
る
の
で

あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、

一
一
世
紀
を
中
心
と

し
た
北

欧
ゲ
ル
マ
ン
民
族
の
改
宗
を
決
定
的

に
特
徴
づ

け

て

い
る
「

シ
ン

ク
レ
テ
ィ

ズ
ム
」
と

は
、

フ
リ

ー
ス
の
言

う
、
ま

さ

に



「

キ

リ

ス

ト

教

的

な

感

情

・

表

象

と

異

教

的

な

感

情

・

表

象

と

の

合

奏

（
Z
ｕ
ｓ
ａ
m
m
ｅ
ｎ
ｓ
ｐ
ｉ
ｅ
ｌ
）
　
な
の
で
あ
る
。
「
（
古
代
北
欧
の
）
人
々
は
何
千
本

か

の
糸

に
よ

っ
て

古

い

世
界

と

結
ば

れ

て

い

た
。

前

時

代

は

一
挙

に

は
止

揚

さ
れ

な

か

っ

た

の
で

あ

る
。

異

教
時

代

の
詩

の
伝

統

が

可

能

だ

っ
た

の

は
、

こ

の
よ

う
な

異

教

的

心
情

の
産

物

に
対

し

て

敵

対

的

に
背

を

向

け

な

い
で

、

逆

に
神

話

的

伝

承

を

守

り

続

け

た

か
ら

で

あ

り

、

紛

い
物

に
対

す

る

キ

リ

ス

ト
教

の
憎

悪

も

、

過

去

の
遺

産

に
対

す

る
愛

情

を

押

え

付

け

る

こ
と

が

で

き

な

か

っ

た
の

で

あ

る
。

わ
れ

わ

れ

の
最

も

重

要

な

資

料

が

保

持

さ
れ

て

い

る

の
は

、

こ

の

よ

う

な

心

の
広

い
寛

大

さ

の
お

陰

で

あ

る
」
。

し

か

し

な

が

ら

、

フ

リ

ー

ス

は
、
「

シ

ン

ク

レ

テ

ィ

ズ

ム
」

の
内

実

を

こ

の

よ

う

に

「
キ

リ

ス

ト
教

的

な

感

情

・
表

象

と

異

教

的

な

感

情

・
表

象

と

の

合

奏
」

と

い

う

二

つ

の

宗

教

の

調

和

的

関

係

を

意

味

す

る
も

の
と

解

す

る
一

方
で
は
、
ペ
ト
ケ
や
ク
サ
ッ
ク
と
異
な
り
、
『
巫
女
の
予
言
』
の
詩
人
に
対

し

て

は

こ

の

「

シ

ン

ク

レ
テ

ィ

ズ

ム
」

と

い
う

タ
ー

ム
を

適

用

し

て

い
な

い

の

で

あ

る

。

そ

れ

は

、

な

か

ん

ず

く

「
心

の

中

で

キ
リ

ス

ト
教

と

異

教

と

の

葛

藤

が

激

し

く

荒

れ

狂

っ
た

人

間

」

と

し

て

把

握

し

て

い
る

か
ら

で

あ

る
。

し

か

し

な

が

ら

、

そ

の

内

実

を

二
つ

の

宗

教

の

調

和

関

係

と

し

て

捉

え

る
か

葛

藤

関

係

と

し

て

理

解

す

る

か

の
違

い
こ

そ

あ

れ

、

こ

の
点

を

踏

ま

え

さ

え

す

れ
ば

、

何

れ

の

場

合

に

対

し

て

も

「

シ
ン

ク

レ
テ

ィ
ズ

ム
」

の
カ

テ

ゴ
リ

ー

を
適

用

す

る

こ

と

は

不

可

能

で

は

な

い

と

考

え

ら

れ

る

。

デ
ン
マ
ー
ク
の
宗
教
史
学
者
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
グ
レ
ソ
ペ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、

北

欧

人

に
と

っ
て

は

、
「
中

世

の

歴

史

と

い
う

の

は

、

い

か

に

し

て

キ

リ

ス

卜
教
が
定
着
し
、
ま
す
ま
す
純
粋
な
形
を
取

っ
て

い
っ
た

か
の
物
語
で

は
な

く
、
北

欧
民
族

的
要
素
と
教
会
的
要

素
と
が

一
緒

に
働
い
て
、
精
神
生
活
及

び
宗
教

の
有
機

的
な
全
体
像
が
前
進
し
て
行

く
方
向
線
を
作
り
出
し
た
、
そ

の
不
断
の
成
長

の
物
語
な
の
で
あ
る
」
。
そ
し
て
、
こ

の
よ
う
に

「
北
欧
民

族
的
な
要
素
」
と

「
教
会
的
要
素
」
、
「
ゲ
ル
マ
ン
的
な
も
の
」
と
「
キ
リ

ス

ト
教
的
な
も
の
」
と
の
共
存
と
共

働
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
精
神
的
な
全
体
像

と
し
て
の
「
新
た
な
一
つ
の
宗
教
」
で
あ
る
と
い
う
、
グ
レ
ソ
ペ
ッ
ク
の
こ

の
よ
う
な
理
解

に
お
い
て
、
「
シ
ン
ク
レ
テ
ィ

ズ
ム
」

概
念
の
内
包

は
、
そ

の
最
も
深
遠
な
意
味
を
披
瀝
す
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
よ
う

な
グ
レ
ン
ベ
ッ
ク
の
見
方
は
、
北
欧
神
話
中
最
大
の
雄
編
『
巫
女
の
予
言
』

（
Ｖ
ｏ
ｌｕ
ｓ
ｐ
ａ
）

を
、
ま
さ
し
く

「
ゲ
ル
マ
ン
的
な
も

の
」
と

「
キ
リ

ス
ト
教

的
な
も
の
」
と
の

「
シ
ン
ク
レ
テ

ィ
ズ
ム
」

に
よ

っ
て
成
立
す
る
「
一
つ
の

新
し
い
宗
教
」
を
告
知
す
る
も
の
と

い
う
画
期
的
な
見
解
の
中
に
披
瀝
さ
れ

て

い
る
。
彼
は
言
う
。
「
『
巫
女
の
予
言
』

に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
思

想
が
強
烈
な
人
格
的
色
彩
で
染
め
上
げ
ら
れ
、
そ
れ
ゆ
え
疑
い
も
な
く
同
時

代
人
の
平
均
的
思
想
を
超
出
す
る
一
人
の
詩
人
に
遭
遇
す
る
。
こ
の
詩
は
キ

リ

ス
ト
教
と
異
教
両
者
の
外
部
に
あ

る
新
し

い
宗
教
の
記
念
碑
と
称
し
て
然

る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
宗
教
は
、
最
も
本
来
的
な
意
味
で
は
恐
ら
く
た
だ
一

人
の
人
間
の
中
で
し
か
生
命
を
保

っ
て
い
な
か

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
。

か
く
て
、
一
般
に
は
「

シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ

ム
」

な
る
タ
ー

ム
を
も

っ
て
特

徴
づ
け
ら
れ
る
ゲ
ル

マ
ン
異
教
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
改
宗

が
、
個
人
の
最

も
深

刻
な
場
合
、
ま
さ
に
「
心
の
中
で
キ
リ
ス
ト
教
と
異
教
と
の
間
の
葛
藤



荒

れ

狂

っ

た

」

一

人

の

単

独

者

の

苦

悩

に

満

ち

た

「

比

較

思

想

的

行

為

」

に

他

な

ら

な

か

っ

た

こ

と

を

証

明

し

た

も

の

こ

そ

、

教

養

高

き

異

教

神

官

と

推

定

さ

れ

て

い

る

『

巫

女

の

予

言

』

の

詩

人

に

他

な

ら

な

い

の

で

あ

る

。
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ｄ
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４

４
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.

（

1 1
）
　
G
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■
ｎ
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ｅ
ｃ
ｈ
,
　
ｏ
ｐ
．
　
ｃ
ｉ
ｔ
.
　
８
５
.

（

1 2

）
　

ｉ
ｂ

ｉ
ｄ
.
　

９
０
.

（

1 3

）

『

巫

女

の

予

言

』

に

つ

い

て

は

、

拙

著

『

北

欧

神

話

・

宇

宙

論

の

基

礎

構

浩

―
―
〈
巫
女
の
予
言
〉
の
秘
文
を
解
く
Ｉ
』
白
凰
社
、
一
九
九
四
年
参
照
。

（

お

ざ

き

・

か

ず

ひ

こ

、

哲

学

・

北

欧

学

、

明

治

大

学

教

授

）
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