
1 │ 「精神革命」の比較思想

一

　現
代
に
お
け
る
宗
教
対
立
と
い
う
根
本
問
題

　今
日
「
宗
教
」
は
、「
科
学
」
と
並
ん
で
、
現
代
文
明
の
重
要
な
根
本

問
題
を
提
起
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。「
科
学
」
は
核
兵
器
や
環
境
問
題

の
危
機
に
よ
り
人
間
の
生
存
を
脅
か
し
か
ね
な
い
面
を
も
つ
が
、
宗
教
も

ま
た
そ
の
宗
派
の
対
立
や
抗
争
に
よ
り
、
人
類
共
存
へ
の
途
に
立
ち
は
だ

か
っ
て
い
る
面
が
あ
る
。
近
時
の
Ｉ
Ｓ
の
テ
ロ
行
為
、
イ
ス
ラ
エ
ル
と
パ

レ
ス
チ
ナ
の
長
び
く
抗
争
を
は
じ
め
、
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
ま
た
、

歴
史
的
に
も
十
字
軍
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
と
イ
ス
ラ
ム
の
間
の
戦
い
や

キ
リ
ス
ト
教
内
部
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
殺
し
合

い
な
ど
も
ま
た
き
り
が
な
い
。
も
と
も
と
心
の
平
和
を
求
め
て
、
地
球
上

の
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
に
生
ま
れ
た
筈
の
宗
教
が
こ
の
よ
う
な
紛
争
を
ひ
き

起
こ
し
て
い
る
の
は
何
故
か
。
そ
こ
に
は
も
ち
ろ
ん
宗
教
以
外
の
政
治
的

経
済
的
理
由
も
あ
っ
て
の
こ
と
で
は
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
宗
教
的
な
も

の
が
主
導
し
て
い
る
こ
と
も
疑
い
得
な
い
。
そ
れ
は
そ
の
よ
う
に
し
て
生

ま
れ
た
諸
宗
教
、
諸
宗
派
の
、「
我
が
神
尊
し
」
と
す
る
自
己
絶
対
性
が

民
族
的
狂
信
主
義
と
も
結
び
つ
き
、
互
い
に
他
に
対
し
て
優
越
性
を
競

い
、
他
者
を
排
他
的
に
お
し
の
け
て
紛
争
を
生
み
出
し
て
い
る
と
云
っ
て

よ
い
だ
ろ
う
。
い
っ
た
い
宗
教
の
他
者
認
識
と
い
う
も
の
は
ど
う
な
っ
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
自
宗
教
の
外
に
あ
る
他
宗
教
の
人
々
と
ど
の

よ
う
に
結
ば
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　こ
れ
こ
そ
比
較
宗
教
学
が
明
ら
か
に
す
べ
き
大
き
な
課
題
で
あ
り
、
比

較
思
想
研
究
の
果
た
す
べ
き
重
大
な
役
割
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
比

較
思
想
は
諸
思
想
・
諸
宗
教
の
そ
れ
ぞ
れ
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の

比
較
研
究
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
独
自
性
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
そ
の

相
異
性
を
克
服
し
て
、
そ
の
間
の
共
存
・
共
生
の
可
能
性
を
追
求
す
る
も

の
と
云
っ
て
よ
い
。

　筆
者
は
こ
こ
一
〇
年
来
、「
精
神
革
命
」
の
比
較
研
究
と
い
う
テ
ー
マ

〈
基
調
講
演
〉
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Revolution

―
都
市
文
明
の
誕
生
、
起
源
地
シ
ュ
メ
ー
ル
、
エ
ジ
プ
ト
、

イ
ン
ダ
ス
、
殷
、
核
ア
メ
リ
カ
、
前
三
五
〇
〇
年
以
降
）
に
つ
ぐ
人
類
の

第
四
の
大
変
革
期
で
あ
る
。
つ
い
で
「
科
学
革
命
」（Scientific Revolu-

tion

―
近
代
科
学
の
成
立
、
起
源
地
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
一
七
世
紀
）
を

経
て
、
現
在
の
「
環
境
革
命
」（Environm

ental Revolution

―
人
間
と

環
境
の
調
和
・
統
合
）
に
い
た
っ
て
い
る
。

　「精
神
革
命
」
は
人
類
が
は
じ
め
て
経
験
し
た
心
の
内
部
の
根
本
的
変

革
で
、
人
類
の
精
神
史
は
こ
こ
に
は
じ
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
前
六

世
紀
か
ら
前
五
世
紀
を
中
心
に
し
て
、
ギ
リ
シ
ア
と
イ
ン
ド
と
中
国
と
イ

ス
ラ
エ
ル
に
併
行
し
て
起
こ
る
が
、
具
体
的
に
云
え
ば
ギ
リ
シ
ア
哲
学
と

仏
教
と
儒
教
と
キ
リ
ス
ト
教
（
そ
の
も
と
と
な
る
ユ
ダ
ヤ
教
）
の
成
立
を

さ
す
。
い
ま
詳
細
を
は
ぶ
い
て
、
こ
の
四
つ
の
「
精
神
革
命
」
の
発
展
の

構
造
を
示
せ
ば
、
次
ペ
ー
ジ
（
Ａ
）
の
よ
う
に
な
る
。
こ
の
四
つ
の
地
域

に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
思
想
の
「
始
源
」
と
な
る
も
の
が
あ
り
、
そ
し

て
そ
れ
が
批
判
さ
れ
て
「
多
様
化
」
を
生
み
出
し
、
そ
こ
か
ら
各
思
想
・

宗
教
の
「
師
祖
」
が
出
現
し
、
そ
れ
が
後
継
者
に
よ
り
「
祖
述
」
発
展
せ

し
め
ら
れ
、
そ
れ
が
さ
ら
に
大
き
な
帝
国
の
な
か
で
「
拡
大
」
す
る
と
い

う
構
造
を
と
る
。
そ
れ
を
比
較
的
に
図
示
す
れ
ば
次
ペ
ー
ジ
右
図
の
ご
と

く
で
あ
る
。

　さ
ら
に
こ
の
四
つ
の
地
域
の
「
精
神
革
命
」
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が

究
極
的
に
求
め
得
た
「
対
象
」、
そ
の
め
ざ
し
た
「
目
標
」、
そ
の
用
い
た

「
方
法
」
は
相
互
に
異
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
あ
え
て
対
立
的
に
際
立
た

せ
て
比
較
し
て
示
せ
ば
、
次
ペ
ー
ジ
（
Ｂ
）
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

に
従
事
し
、
ギ
リ
シ
ア
哲
学
、
儒
教
、
仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
の
原
点
を
見

定
め
よ
う
と
し
て
き
た
。
本
稿
で
は
ま
ず
そ
の
成
果
の
要
点
だ
け
を
述
べ

（
詳
細
は
原
論
文
を
ご
参
考
い
た
だ
く
ほ
か
は
な
い（
１
））、

そ
し
て
こ
の
「
精

神
革
命
」
の
本
質
が
と
も
に
他
者
に
対
す
る
生
き
方
の
行
動
原
理
を
示
す

も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
つ
い
で
そ
れ
を
「
横
の
超
越
」
な
い
し

「
水
平
超
越
」
と
規
定
し
、
こ
れ
を
従
来
の
「
縦
の
超
越
」「
垂
直
超
越
」

と
対
比
す
る
。
そ
し
て
こ
の
「
横
の
超
越
」
を
可
能
に
す
る
も
の
と
し
て

「
宇
宙
連
関
」
と
い
う
概
念
を
新
た
に
提
起
す
る
。
そ
の
内
容
は
後
述
す

る
が
、
し
か
し
こ
れ
は
決
し
て
従
来
の
「
縦
の
超
越
」
を
否
定
す
る
も
の

で
は
な
く
、
た
だ
そ
れ
だ
け
に
留
ま
っ
て
い
て
よ
い
の
か
ど
う
か
。
そ
れ

を
越
え
て
各
宗
教
の
宗
派
的
地
域
性
を
の
り
こ
え
て
地
球
的
な
精
神
原
理

を
新
た
に
提
出
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

―
そ
の
よ
う
な
問
題

意
識
の
下
に
、
以
下
の
論
述
を
進
め
る
。

二

　世
界
宗
教
の
起
源
と
し
て
の
「
精
神
革
命
」

　筆
者
の
観
方
に
よ
れ
ば
、
現
在
「
世
界
宗
教
」
と
云
わ
れ
て
い
る
も
の

の
源
泉
は
、
紀
元
前
六
世
紀
ご
ろ
か
ら
世
界
の
各
地
で
併
行
し
て
起
こ
っ

た
「
精
神
革
命
」（Spiritual Revolution

）
に
端
を
発
す
る
。
こ
れ
は
筆

者
の
比
較
文
明
論
の
枠
組
に
お
け
る
人
類
史
の
諸
転
機
期
、「
人
類
革
命
」

（Anthropic Revolution

―
人
類
の
成
立
、
起
源
地
東
ア
フ
リ
カ
、
前

七
〇
〇
万
年
以
降
）、「
農
業
革
命
」（Agricultural Revolution

―
農
耕

に
よ
る
食
糧
生
産
の
は
じ
ま
り
、
起
源
地
東
南
ア
ジ
ア
、
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
、

メ
ソ
ア
メ
リ
カ
、
西
ア
フ
リ
カ
。
前
一
万
年
前
後
）、「
都
市
革
命
」（U

rban 
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イ
デ
ア
に
い
た
る
。

　中
国
に
お
け
る
「
精
神
革
命
」
は
、
周
時
代
の
「
天
」
が
地
上
に
引
き

下
ろ
さ
れ
て
人
倫
化
さ
れ
て
「
道
」
と
な
り
、
孔
子
の
儒
教
に
お
い
て
、

そ
れ
が
当
初
は
「
礼
」
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
「
礼
」
の
根
柢
に
「
仁
」
が

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
見
抜
か
れ
て
完
成
に
い
た
る
。

　イ
ン
ド
で
究
極
的
に
求
め
ら
れ
た
も
の
は
「
ダ
ル
マ
」
で
あ
る
が
、
と

く
に
仏
陀
に
お
い
て
は
、
こ
の
世
の
「
苦
」
の
問
題
に
発
し
て
、
そ
の
苦

の
も
と
と
な
る
「
執
着
」
の
対
象
が
実
は
常
に
変
化
し
て
止
ま
な
い
実
体

の
な
い
「
縁
起
」―
つ
ま
り
「
空
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
が
自
覚
さ

れ
、
そ
こ
か
ら
こ
の
世
界
に
対
す
る
「
慈
悲
」
が
出
現
す
る
。

　イ
ス
ラ
エ
ル
で
は
、
ま
ず
イ
エ
ス
に
よ
り
ユ
ダ
ヤ
教
に
お
け
る
律
法
の

概
念
と
そ
の
形
式
化
が
徹
底
的
に
批
判
さ
れ
、
そ
れ
を
超
え
た
直
接
な
神

の
「
愛
」
が
強
調
さ
れ
て
人
々
の
救
済
へ
と
向
か
う
。

　こ
の
四
つ
の
地
域
に
お
け
る
「
精
神
革
命
」
に
は
、
続
い
て
五
世
紀
か

ら
七
世
紀
に
か
け
て
、
三
つ
の
地
域
で
第
二
の
「
精
神
革
命
」
が
起
こ
る
。

そ
れ
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
キ
リ
ス
ト
教
化
」
と
「
中
国
の
仏
教
化
」
と
「
イ

ス
ラ
ム
の
勃
興
」
で
あ
る
。
こ
の
重
要
な
事
件
が
続
か
な
け
れ
ば
、
今
日

の
宗
教
的
状
況

―
つ
ま
り
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
、
西
に
キ
リ
ス
ト
教
、

中
央
（
中
東
）
に
イ
ス
ラ
ム
教
、
東
に
仏
教
（
儒
教
）
と
い
う
現
代
的
配

置
は
出
現
し
な
い
。
こ
の
う
ち
で
イ
ス
ラ
ム
教
は
ユ
ダ
ヤ
教
・
キ
リ
ス
ト

教
に
つ
ら
な
る
も
の
で
、
や
は
り
第
一
の
「
精
神
革
命
」
と
つ
な
が
っ
て

い
る
。

（
Ａ
）
精
神
革
命
の
比
較
的
構
造

ギ
リ
シ
ア

イ
ン
ド

中
国

イ
ス
ラ
エ
ル

始
原

ホ
メ
ロ
ス

ヴ
ェ
ー
ダ

尚
書

モ
ー
セ
の
五
書

多
様
化

ソ
ク
ラ
テ
ス
以
前
の

哲
学
者
た
ち

六
師
外
道

諸
子
百
家

預
言
者
た
ち

師
祖

ソ
ク
ラ
テ
ス

仏
陀

孔
子

キ
リ
ス
ト

祖
述

プ
ラ
ト
ン

マ
ハ
ー
・
カ
ー

シ
ャ
パ

孟
子

パ
ウ
ロ

帝
国
的
拡
大

ヘ
レ
ニ
ズ
ム
帝
国

（
ア
レ
キ
サ
ン
ド
ロ
ス
）
マ
ウ
リ
ヤ
帝
国

（
ア
シ
ョ
ー
カ
）
漢
帝
国

（
武
帝
）

ロ
ー
マ
帝
国

（
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
）

（
Ｂ
）「
精
神
革
命
」
の
求
め
た
「
究
極
者
」
と
「
目
標
」
と
方
法

究
極
的
に
求
め
た
も
の

そ
れ
が
目
指
し
た
目
標

方
法
の
特
徴

ギ
リ
シ
ア

イ
デ
ア

観
照
的
〈
認
識
〉

論
理
的

中
国

道

倫
理
的
〈
実
践
〉

直
感
的

イ
ン
ド

ダ
ル
マ

瞑
想
的
〈
解
脱
〉

思
弁
的

イ
ス
ラ
エ
ル

律
法

契
約
的
〈
救
済
〉

啓
示
的

　こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
理
念
型
的
対
比
で
あ
り
、
そ
の
具
体
的
な
詳
細
な
内

容
や
形
成
過
程
は
、
先
に
挙
げ
た
拙
稿
を
そ
れ
ぞ
れ
参
照
し
て
い
た
だ
く

ほ
か
は
な
い
が
、
し
か
し
こ
こ
で
は
、
各
「
精
神
革
命
」
の
道
筋
の
要
点

だ
け
を
簡
単
に
記
述
し
て
お
く
。

　ま
ず
ギ
リ
シ
ア
の
「
精
神
革
命
」
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
よ
る
「
プ
シ
ュ

ケ
ー
」（
魂
）
の
発
見
に
は
じ
ま
り
、
こ
の
魂
の
対
象
と
な
る
「
イ
デ
ア
」

の
認
識
を
経
て
、
つ
い
に
そ
の
最
高
の
も
の
と
し
て
の
プ
ラ
ト
ン
の
「
善
」
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人
が
「
無
」
に
下
っ
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
再
び
人
と
人
と
が
結
ば
れ
る
。

こ
れ
ら
は
「
精
神
革
命
」
の
貴
重
な
遺
産
で
今
日
に
も
受
け
つ
が
れ
て
お

り
、
な
お
保
持
究
明
さ
れ
て
然
る
べ
き
も
の
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。「
精
神

革
命
」
の
比
較
研
究
に
従
事
し
て
き
た
者
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
伝
統
の

大
切
さ
や
そ
の
意
義
や
特
性
を
十
分
に
心
得
て
い
る
積
り
で
あ
る
。

　し
か
し
今
日
、
問
題
は
そ
れ
だ
け
に
留
ま
っ
て
い
て
よ
い
か
と
い
う
こ

と
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
各
宗
教
は
己
の
傘
の
下
に
入
っ
て
い
る
だ
け

で
、
他
宗
派
と
の
共
存
と
い
う
基
盤
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ

う
。
こ
の
点
で
現
在
一
般
に
最
も
注
目
さ
れ
て
い
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る

「
宗
教
的
多
元
主
義
」（religious pluralism

）
の
主
張
で
あ
ろ
う（
２
）。

こ
の

立
場
の
提
唱
者
ジ
ョ
ン
・
ヒ
ッ
ク
の
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
は
、
結
局
異
な
る

宗
教
は
ど
れ
も
同
一
の
神
的
実
在
（divine reality

）
に
対
す
る
さ
ま
ざ
ま

な
人
間
の
応
答
を
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
同
一
の
究
極
実
在
の

現
れ
方
、
そ
れ
に
い
た
る
到
達
の
仕
方
が
い
ろ
い
ろ
異
な
る
に
過
ぎ
な
い

と
す
る
。
そ
こ
か
ら
諸
宗
教
の
共
存
を
う
っ
た
え
る
も
の
で
あ
る
。
し
か

し
「
精
神
革
命
」
の
一
々
の
過
程
を
比
較
的
に
詳
し
く
調
べ
れ
ば
調
べ
る

ほ
ど
、
そ
れ
ら
が
成
立
し
て
く
る
歴
史
的
背
景
や
地
盤
、
そ
の
目
標
や
方

法
な
ど
、
地
域
ご
と
に
根
本
的
に
違
っ
て
お
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
現
れ

る
「
神
」
や
「
空
」
や
「
道
」
や
「
イ
デ
ア
」
を
簡
単
に
同
一
化
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
自
己
の
宗
教
の
立
場
を
絶
対
化
し
て
他

を
斥
け
る
「
排
他
主
義
」（exclusivism

）
や
、
自
己
の
立
場
を
中
心
と
し

て
他
を
周
辺
的
に
容
認
す
る
「
包
括
主
義
」（inclusivism

）
は
正
し
く
な

い
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
こ
の
諸
宗
教
を
対
等
に
統
合
し
よ
う
と
す

三

　「精
神
革
命
」
と
「
水
平
超
越
」

　最
初
の
「
精
神
革
命
」
に
戻
っ
て
、
そ
の
最
後
の
結
論
と
し
て
出
て
く

る
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
「
善
」（
ア
ガ
ト
ン
、a , gaqó n

）、
仏
教
の
「
慈
悲
」

（
マ
イ
ト
リ
ー
・
カ
ル
ナ
ー
、m

aitrī-karnā

）、
儒
教
の
「
仁
」（
レ
ン
、

rén

）、
キ
リ
ス
ト
教
の
「
愛
」（
ア
ガ
ペ
ー
、a , gáph

）
は
、
本
質
的
に

云
っ
て
対
人
関
係
の
原
理
で
あ
る
。
つ
ま
り
他
者
に
対
す
る
我
々
の
生
き

方
の
行
動
原
理
を
示
し
て
い
る
と
云
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
私
は

「
水
平
超
越
」（horizontal transcendence

）
な
い
し
「
横
へ
の
超
越
」

（lateral transcendence

）
と
呼
ん
で
お
き
た
い
。
今
日
で
は
こ
の
「
横
へ

の
超
越
」
の
対
象
と
な
る
「
他
者
」（others
）
に
は
「
人
」
だ
け
で
は
な

く
、「
自
然
」
が
加
わ
っ
て
く
る
こ
と
に
も
注
目
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な

い
と
思
う
。

　と
こ
ろ
で
「
精
神
革
命
」
で
は
、
こ
の
よ
う
な
「
水
平
超
越
」「
横
へ

の
超
越
」
が
「
垂
直
超
越
」（vertical transcendence

）「
縦
へ
の
超
越
」

に
媒
介
さ
れ
て
い
る
と
考
え
た
。
こ
の
「
縦
へ
の
超
越
」
に
は
二
つ
あ
り
、

そ
れ
は
「
上
へ
の
」
超
越
と
「
下
へ
の
」
超
越
で
あ
る
。
前
者
の
超
越
の

対
象
が
「
神
」（G

od

）
で
あ
り
、
後
者
の
そ
れ
は
「
無
」（N

othingness
）

で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
と
イ
ス
ラ
ム
教
（
そ
の
先
駆
と
し
て
の
ユ
ダ
ヤ
教
）

は
前
者
で
あ
り
、
仏
教
の
あ
る
も
の
（
と
く
に
禅
宗
）
で
は
、
イ
ン
ド
の

「
空
」（śūnya

）
を
中
国
的
に
変
様
し
て
後
者
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
前
者

で
は
「
神
が
汝
を
愛
し
た
よ
う
に
、
汝
は
隣
人
を
愛
し
な
さ
い
」
と
い
う
、

人
か
ら
「
神
」
へ
上
っ
て
い
っ
て
人
と
人
と
の
関
係
に
移
る
。
後
者
で
は
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　こ
れ
が
発
見
さ
れ
た
の
は
一
九
九
〇
年
代
で
、
イ
タ
リ
ア
の
パ
ル
マ
大

学
お
け
る
ジ
ャ
コ
モ
・
リ
ゾ
ラ
ッ
テ
ィ
を
中
心
と
す
る
脳
神
経
科
学
者
た

ち
の
成
果
で
あ
る
。
最
初
は
ア
カ
ゲ
ザ
ル
の
脳
反
応
の
研
究
を
し
て
い

て
、
実
験
者
が
餌
と
し
て
バ
ナ
ナ
を
「
つ
か
み
と
る
」
と
き
、
そ
の
実
験

者
の
脳
の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
活
動
す
る
部
位
と
同
じ
部
位
（
Ｆ
５
野
）
が
、

被
実
験
者
サ
ル
の
脳
に
お
い
て
も
、
ま
る
で
「
鏡
に
移
し
と
っ
た
よ
う
に
」

活
動
し
て
い
る
こ
と
が
見
出
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
「
ミ
ラ
ー
・

ニ
ュ
ー
ロ
ン
」
の
現
象
は
サ
ル
だ
け
で
な
く
、
人
と
人
と
の
間
に
お
い
て

も
、
学
習
や
感
情
や
情
緒
の
生
起
に
お
い
て
も
生
じ
て
い
る
こ
と
が
実
証

さ
れ
た
。
こ
こ
に
ひ
と
り
の
人
が
悲
し
ん
で
い
る
と
す
る
。
こ
の
悲
し
み

を
引
き
起
こ
す
大
脳
の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
部
位
を
今
で
は
観
測
的
に
定
め
る

こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
と
き
そ
れ
を
見
て
い
る
人
（
た
と
え
ば
私
）
の

大
脳
の
同
じ
部
位
の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
が
や
は
り
発
火
し
て
い
る
（
活
動
し
て

い
る
）
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
私
は
そ
の
人
の
悲
し
み
と
同
じ
悲
し
み
を
感

じ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
同
情
と
か
憐
憫
と
か
の
感
情
移
転

（em
pathy

）
が
起
こ
る
。
つ
ま
り
「
ミ
ラ
ー
・
ニ
ュ
ー
ロ
ン
」
と
い
う
の

は
「
他
者
の
意
識
、
喜
び
や
悲
し
み
を
直
接
理
解
す
る
こ
と
を
可
能
に
す

る
」
も
の
で
、
人
間
を
他
者
へ
と
つ
な
げ
る
「
他
者
理
解
」
の
基
盤
と
な

る
も
の
と
云
え
る
。
そ
う
い
う
も
の
が
脳
に
は
そ
な
わ
っ
て
い
る
。
ど
う

し
て
こ
の
「
ミ
ラ
ー
・
ニ
ュ
ー
ロ
ン
」
の
よ
う
な
も
の
が
出
来
上
が
っ
て

い
る
の
か
と
云
え
ば
、
そ
れ
は
我
々
の
共
通
の
進
化
と
い
う
も
の
を
前
提

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
の
社
会
関
係

―
そ
の
道
徳
性
の
根
源

も
、
こ
の
よ
う
な
宇
宙
の
「
つ
な
が
り
」
の
進
化
の
結
果
と
し
て
生
じ
て

る
「
多
元
主
義
」
も
、
望
ま
し
い
方
向
性
を
示
し
て
い
る
が
、
実
行
は
困

難
で
あ
る
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
そ
れ
を
実
現
す
る
根

拠
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　そ
こ
で
従
来
の
考
え
を
一
変
さ
せ
、
実
の
と
こ
ろ
、
人
と
人
、
人
と
自

然
と
の
横
の
結
び
つ
き
こ
そ
根
源
的
な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
実
現
す
る

「
水
平
超
越
」
が
プ
ラ
イ
マ
リ
に
重
要
で
、「
神
」
や
「
無
」
の
「
垂
直
超

越
」
は
そ
れ
を
可
能
に
す
る
た
め
に
求
め
ら
れ
た
の
だ
と
把
え
て
み
る
。

そ
し
て
今
日
的
状
況
に
お
い
て
東
と
西
の
宗
教
的
差
異
や
対
立
を
超
え
出

て
ゆ
く
「
横
の
超
越
」
の
根
源
と
し
て
「
宇
宙
連
関
」
な
る
も
の
を
提
起

し
て
お
き
た
い
。

四

　「水
平
超
越
」
の
根
源
と
し
て
の
「
宇
宙
連
関
」

　人
と
人
、
人
と
自
然
と
を
結
び
つ
け
、「
水
平
超
越
」
を
可
能
と
す
る

「
宇
宙
連
関
」（cosm

ic correlation, kosm
ischer Zusam

m
enhang

）
と
は
、

い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
。

　そ
れ
は
宇
宙
の
ビ
ッ
グ
・
バ
ン
か
ら
は
じ
ま
っ
て
、
今
日
の
人
類
社
会

が
出
来
上
が
る
ま
で
の
、
素
粒
子
の
結
び
つ
き
、
細
胞
の
結
び
つ
き
、
生

物
相
互
の
結
び
つ
き
、
人
間
の
結
び
つ
き
を
実
現
せ
し
め
て
い
る
、
あ
え

て
大
和
言
葉
で
云
え
ば
、「
と
も
い
き
の
き
づ
な
」
で
あ
る
。
こ
の
宇
宙

的
規
模
で
の
連
関
の
構
造
は
、
現
在
の
素
粒
子
論
や
生
命
論
や
生
態
学
、

動
物
行
動
学
、
認
知
科
学
、
脳
神
経
科
学
、
心
の
理
論
な
ど
の
発
達
に
よ

り
、
き
わ
め
て
明
ら
か
な
も
の
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
一
例
と
し
て
「
ミ

ラ
ー
・
ニ
ュ
ー
ロ
ン
」（m

irror neuron

）
の
研
究
を
挙
げ
て
お
こ
う（
３
）。
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　（2
）
ジ
ョ
ン
・
ヒ
ッ
ク
『
宗
教
多
元
主
義
』
間
瀬
啓
充
訳
、
法
藏
館
、
二
〇
〇
八

年
（John H
ick, Problem

s of Religious Pluralism
, Palgrave M

acm
illan, 

1985.

）。

　同

　『神
は
多
く
の
名
前
を
も
つ
』
間
瀬
啓
充
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
六
年

（J. H
ick, G

od H
as M

any N
am
es, M

acm
illan, 1980.

）。

　（3
）
ジ
ャ
コ
モ
・
リ
ゾ
ラ
ッ
テ
ィ
＆
コ
ラ
ド
・
シ
ニ
ガ
リ
ア
『
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ

ン
』
柴
田
裕
之
訳
、
茂
木
健
一
郎
監
修
、
紀
伊
國
屋
書
店
、
二
〇
〇
九
年
（G

ia-
com
o Rizzolatti &

 Corrado Sinigaglia, M
irrors in the Brain

―H
ow O

ur 
M
inds Share A

ctions and Em
otions, O

xford U
niversity Press, 2006.

）。

　
　
　
　マ
ル
コ
・
イ
ア
コ
ボ
ー
ニ
『
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
発
見
』
塩
原
通
緒
訳
、

早
川
書
房
、
二
〇
〇
九
年
（M

arco Iacoboni, M
irroring People: The N

ew 
Science of H

ow W
e Connects with O

thers, Farror, Straus and G
iroux, 

N
ew
 York, 2008.

）。

　
　
　
　ヤ
ン
・
フ
ェ
ア
プ
レ
ッ
ツ
ェ
他
編
『
モ
ラ
ル
ブ
レ
イ
ン

―
脳
科
学
と
進
化
科

学
の
出
会
い
が
拓
く
道
徳
脳
研
究
』
立
木
教
夫
・
望
月
文
明
監
訳
、
麗
澤
大
学
出

版
会
、
二
〇
一
三
年
（Jan Verplaetse, Jelle D

e Schrijver, Sven Vaneste 
&
 Johan Braeckm

an 

（editors

）, The M
oral Brain

―Essays on the Evo-
lutionary and N

euroscientific A
spects of M

orality, Springer, 2009.

）。

　
　
　
　伊
東
俊
太
郎
「
道
徳
の
起
源
」『
変
容
の
時
代

―
科
学
・
自
然
・
倫
理
・
公

共
』
麗
澤
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
、
六
九
―
八
九
頁
の
記
述
も
、
で
き
た

ら
参
照
さ
れ
た
い
。

　（4
）
そ
の
概
観
は
、
筆
者
の
麗
澤
大
学
比
較
文
明
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る

連
続
講
義
「
宇
宙
と
文
明
の
起
源

―
我
々
の
由
来
」
に
お
い
て
、
一
応
な
し

終
え
た
が
、
そ
の
結
果
は
ま
だ
活
字
化
さ
れ
て
い
な
い
。

（
い
と
う
・
し
ゅ
ん
た
ろ
う
、
科
学
史
・
科
学
哲
学
・
比
較
文
明
、

東
京
大
学
名
誉
教
授
）

い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
「
宇
宙
連
関
」
の
諸
相
は
、
最
近
の
諸
科
学
・
諸

学
問
の
領
域
で
ま
だ
個
別
的
・
分
散
的
に
研
究
さ
れ
て
い
る
だ
け
だ
が
、

そ
れ
ら
の
成
果
が
統
合
さ
れ
る
な
ら
、
そ
の
全
貌
も
や
が
て
明
ら
か
に
な

る
で
あ
ろ
う（
４
）。
そ
し
て
こ
の
「
宇
宙
連
関
」
こ
そ
が
、「
横
へ
の
超
越
」

を
可
能
に
す
る
根
源
だ
と
認
め
ら
れ
る
と
き
が
来
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

そ
こ
か
ら
道
徳
や
倫
理
、
そ
し
て
宗
教
の
在
り
方
も
再
考
察
さ
れ
る
こ
と

に
な
ろ
う
。

　こ
の
「
宇
宙
連
関
」
は
、
各
文
化
圏
の
地
域
性
や
特
殊
性
に
拘
束
さ
れ

て
は
い
な
い
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
キ
リ
ス
ト
教
圏
で
も
仏
教
圏
に
も
、

儒
教
圏
に
も
、
イ
ス
ラ
ム
圏
に
も
、
通
底
し
て
あ
て
は
ま
る
事
象
で
あ
る
。

こ
の
宇
宙
的
な
相
互
連
関
を
手
が
か
り
と
し
て
、
地
域
的
文
化
的
差
異
を

超
え
て
、
二
一
世
紀
の
こ
れ
か
ら
の
人
類
が
生
き
合
っ
て
ゆ
く
地
球
的
な

精
神
原
理
が
新
た
に
創
出
さ
れ
る
と
き
が
来
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　（1
）
伊
東
俊
太
郎
「「
精
神
革
命
」
の
時
代
（
Ⅰ
）―
ソ
ク
ラ
テ
ス
・
孔
子
・
仏
陀
・

イ
エ
ス
の
比
較
研
究
」『
比
較
文
明
研
究
』
第
一
三
号
、
麗
澤
大
学
比
較
文
明
研

究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
八
年
。

　同
「
中
国
に
お
け
る
「
精
神
革
命
」―
孔
子
を
中
心
と
し
て
」『
比
較
文
明

研
究
』
第
一
八
号
、
二
〇
一
三
年
。

　同
「
イ
ン
ド
に
お
け
る
「
精
神
革
命
」―
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
を
中
心
と
し

て
」『
比
較
文
明
研
究
』
第
二
〇
号
、
二
〇
一
五
年
。

　同
「
イ
ス
ラ
エ
ル
に
お
け
る
「
精
神
革
命
」（
Ⅰ
）―
古
代
イ
ス
ラ
エ
ル
の

社
会
と
思
想
」『
比
較
文
明
研
究
』
第
二
二
号
、
二
〇
一
七
年
。

　同
「
イ
ス
ラ
エ
ル
に
お
け
る
「
精
神
革
命
」（
Ⅱ
）―
イ
エ
ス
を
中
心
と
し

て
」『
比
較
文
明
研
究
』
第
二
三
号
、
二
〇
一
八
年
（
予
定
）。


