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恐
怖
管
理
理
論
に
お
け
る
死
と
宗
教

―
宗
教
は
死
の
不
安
の
緩
衝
な
の
か

イ
ー
リ
ャ
・
ム
ス
リ
ン

 

一　

本
稿
の
目
的
と
ア
プ
ロ
ー
チ

恐
怖
管
理
理
論
（T

error M
anagem

ent T
heory

、
以
下
Ｔ
Ｍ
Ｔ
と
も
）
は
、
文
化
人
類
学
者
Ｅ
・
ベ
ッ
カ
ー
の
思
想 1
を
経
験
的

に
検
証
及
び
体
系
化
し
よ
う
と
、
ア
メ
リ
カ
の
実
験
心
理
学
者
の
Ｊ
・
グ
リ
ン
バ
ー
グ
、
Ｔ
・
ピ
ジ
ン
ス
キ
、
Ｓ
・
ソ
ロ
モ
ン
が

八
〇
年
代
の
半
ば
よ
り
現
在
ま
で
展
開
さ
せ
て
き
た
社
会
心
理
学
理
論
で
あ
る 2
。
Ｔ
Ｍ
Ｔ
は
、
こ
こ
二
五
年
ほ
ど
の
間
に
、
着
実

か
つ
粘
り
強
く
調
査
と
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
、
宗
教
研
究
を
含
め
た
、
心
理
学
・
文
化
研
究
・
教
育
学
な
ど
数
多
く
の
学
問
領

域
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
本
稿
は
、
こ
の
学
派
に
よ
る
最
近
の
宗
教
に
関
す
る
一
連
の
学
術
論
文
を
中
心
に
、
そ
の

宗
教
の
捉
え
方
や
死
と
宗
教
の
関
係
に
関
す
る
考
え
方
を
分
析
し
、
そ
の
宗
教
研
究
に
お
け
る
進
展
に
注
目
し
な
が
ら
、
こ
の
理

論
に
お
け
る
現
段
階
の
問
題
点
を
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
従
来
の
心
理
学
系
宗
教
理
論
に
お
け
る
死
と
宗
教
に
関
す
る

捉
え
方
を
整
理
し
、
批
判
的
検
討
を
行
う
こ
と
で
、
現
在
日
本
で
理
論
的
な
体
系
化
が
進
む
死
生
学
に
ひ
と
つ
の
貢
献
を
成
す
こ
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と
を
目
指
し
た
い
。
そ
の
際
、
死
の
不
安
の
多
面
性
や
複
雑
性
を
指
摘
す
る
心
理
学
研
究
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
宗
教
の
多
様
性

を
特
に
意
識
し
、
研
究
者
の
宗
教
概
念
を
問
い
な
が
ら
自
文
化
中
心
的
な
態
度
と
は
距
離
を
置
く
宗
教
学
的
な
立
場
か
ら
論
じ
て

い
く
。

二　

恐
怖
管
理
理
論
の
宗
教
研
究
に
お
け
る
展
開

恐
怖
管
理
理
論
は
、
死
の
不
可
避
性
に
対
す
る
意
識
が
人
間
の
生
き
方
に
与
え
る
影
響
を
考
察
し
な
が
ら
、
死
の
不
安
と
文
化

及
び
自
尊
心
と
の
相
互
作
用
に
注
目
す
る
理
論
で
あ
る
。
そ
の
観
念
的
・
理
論
的
基
盤
は
、
ベ
ッ
カ
ー
の
ほ
か
に
、
Ｊ
・
Ｒ
・
リ

フ
ト
ン
、
Ｏ
・
ラ
ン
ク
、
Ｇ
・
ジ
ル
ボ
ー
グ
、
Ｓ
・
フ
ロ
イ
ト
、
Ｊ
・
ボ
ウ
ル
ビ
ー
な
ど
の
心
理
学
の
議
論
に
あ
る
。
Ｔ
Ｍ
Ｔ
に

よ
れ
ば
、
人
間
は
将
来
の
状
況
を
想
定
で
き
る
認
知
的
能
力
を
備
え
て
い
る
た
め
、
ほ
か
の
生
命
体
と
異
な
っ
て
自
ら
の
有
限
性

を
意
識
で
き
る
。
死
の
不
可
避
性
に
対
す
る
こ
の
意
識
は
、
進
化
過
程
に
お
い
て
発
展
し
て
き
た
自
己
生
存
確
保
へ
の
本
能
や
傾

向
、
ま
た
不
死
へ
の
願
望
と
連
な
っ
て
、
死
へ
の
恐
怖
（terror

）
の
可
能
性
を
生
み
出
し
、
そ
れ
は
恐
怖
を
管
理
す
る
機
能
を

持
っ
た
世
界
観
の
発
展
と
維
持
、
及
び
自
尊
心
の
追
求
に
繋
が
っ
て
い
る 3
。

理
論
の
発
足
以
来
、
Ｔ
Ｍ
Ｔ
学
派
は
死
の
不
安
の
機
能
を
特
定
す
る
た
め
の
様
々
な
内
容
の
実
験
を
行
い
な
が
ら
、
そ
の
正
確

性
を
向
上
さ
せ
て
き
て
い
る 4
。
だ
が
数
年
前
ま
で
、
宗
教
に
対
象
を
絞
っ
た
調
査
は
比
較
的
少
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
印
象
は
こ

れ
ま
で
の
Ｔ
Ｍ
Ｔ
学
派
の
傾
向
を
踏
ま
え
る
と
さ
ら
に
強
く
な
る
。
彼
ら
が
死
の
恐
怖
の
普
遍
性
を
強
調
し
、
そ
れ
へ
の
対
応
が

人
間
行
動
の
背
景
に
あ
る
最
大
の
原
動
力
だ
と
論
じ
る
際
、
そ
の
証
拠
と
し
て
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
の
は
、
大
方
の
宗
教
が
来

世
に
関
す
る
教
え
を
提
供
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
宗
教
研
究
に
関
す
る
扱
い
が
比
較
的
少
な
い
主
な
理
由
と
し
て
、
研
究
者
自

身
の
関
心
と
、
基
本
的
に
宗
教
学
者
と
し
て
の
実
践
と
教
育
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
Ｔ
Ｍ
Ｔ
の
提
唱
者
で
あ
る
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三
人
や
そ
の
同
僚
の
関
心
は
、
主
に
自
尊
心
・
世
界
観
・
死
の
不
安
を
結
び
つ
け
る
認
知
的
な
仕
組
み
の
説
明
、
個
人
・
集
団
に

お
け
る
攻
撃
性
、
異
文
化
・
他
集
団
・
他
者
に
対
す
る
偏
見
、
ま
た
は
差
異
の
維
持
な
ど
の
背
景
に
あ
る
心
理
的
動
機
の
解
明
に

向
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
八
〇
年
代
後
半
か
ら
今
世
紀
初
頭
に
か
け
て
は
、
例
え
ば
被
験
者
が
死
関
連
の
刺
激
を
受

け
た
状
態
で
、
そ
の
文
化
あ
る
い
は
共
同
体
の
規
範
へ
の
挑
戦
・
違
反
と
な
る
行
為
や
所
属
す
る
人
種
・
国
家
・
民
族
・
集
団
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
侮
蔑
す
る
行
為
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
反
応
を
す
る
か
を
特
定
す
る
な
ど
と
い
う
、
必
ず
し
も
宗
教
が
中

心
的
で
な
い
調
査
が
多
か
っ
た
。
と
は
い
え
、
Ｔ
Ｍ
Ｔ
の
実
験
の
多
く
は
、
直
接
宗
教
者
を
対
象
と
し
な
い
も
の
で
あ
れ
、
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
攻
撃
性
や
差
別
の
解
明
へ
の
貢
献
を
通
し
て
、
初
期
の
頃
か
ら
（
宗
教
に
関
す
る
も
の
を
含
む
）
衝
突
や
紛
争

の
背
景
に
一
般
的
に
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
心
理
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
理
解
に
有
効
な
手
掛
か
り
を
提
供
し
て
い
る
。

と
り
わ
け
宗
教
紛
争
が
Ｔ
Ｍ
Ｔ
論
者
の
注
目
の
的
に
な
っ
た
の
は
ア
メ
リ
カ
の
同
時
多
発
テ
ロ
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
。
テ
ロ
の

理
解
に
関
す
る
関
心
や
努
力
が
急
騰
す
る
な
か
、
ピ
ジ
ン
ス
キ
、
グ
リ
ン
バ
ー
グ
、
ソ
ロ
モ
ン
は
、
そ
れ
ま
で
の
自
分
た
ち
の
研

究
活
動
を
整
理
し
、
死
の
不
安
と
文
化
的
世
界
観
の
繋
が
り
を
中
心
と
し
た
Ｔ
Ｍ
Ｔ
の
視
点
か
ら
、
エ
ス
カ
レ
ー
ト
す
る
宗
教
紛

争
と
テ
ロ
後
の
ア
メ
リ
カ
国
民
の
行
動
を
説
明
す
る
『
九
・
一
一
の
後
に―

テ
ロ
ル
の
心
理
学
』 5

を
出
版
し
た
。
こ
の
著
作
は
、

多
数
の
綿
密
な
専
門
的
な
心
理
学
調
査
を
紹
介
す
る
と
同
時
に
一
般
の
読
者
に
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
た
が
、
宗
教

を
大
き
な
テ
ー
マ
と
し
て
取
り
上
げ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
序
論
に
お
け
る
ナ
イ
ー
ブ
な
一
般
論
に
聞
こ
え
る
よ
う
な
宗
教
全
般

に
関
す
る
記
述
、
専
門
性
を
欠
い
た
宗
教
に
関
す
る
文
献
の
引
用
と
い
う
宗
教
学
専
門
家
に
は
賛
同
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
部
分

が
あ
っ
た 6
。

他
方
、
こ
の
時
期
か
ら
、
宗
教
信
仰
の
み
に
集
中
し
、
そ
の
不
安
緩
衝
と
し
て
の
機
能
を
経
験
的
に
確
か
め
よ
う
と
し
た
重
要

な
Ｔ
Ｍ
Ｔ
実
証
研
究
が
登
場
す
る
。
デ
ケ
ス
ネ
他
や
ヨ
ナ
ス
と
フ
ィ
シ
ャ
ー
の
研
究
で
あ
る 7
。
前
者
は
ア
メ
リ
カ
と
オ
ラ
ン
ダ
の

被
験
者
を
対
象
と
し
、
来
世
に
関
す
る
宗
教
信
仰
が
死
の
不
安
を
緩
和
す
る
こ
と
を
示
し
た
調
査
で
あ
り
、
後
者
は
、
内
発
的
な
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信
仰
を
持
つ
者
は
そ
う
で
な
い
者
よ
り
も
死
の
不
安
が
低
く
、
内
発
的
宗
教
心
が
死
の
不
安
の
管
理
に
効
果
的
で
あ
る
と
い
う
結

果
を
得
た
ド
イ
ツ
の
調
査
で
あ
る
。
宗
教
を
含
め
て
Ｔ
Ｍ
Ｔ
の
テ
ロ
と
紛
争
へ
の
関
心
が
強
ま
る
に
つ
れ
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と

イ
ス
ラ
ム
教
圏
の
信
者
を
対
象
に
、
宗
教
と
政
治
的
な
対
立
に
繋
が
る
心
理
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
や
紛
争
の
心
理
的
解
消
方
法
に
関
す

る
調
査
が
活
発
に
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
く 8
。
二
〇
〇
八
年
か
ら
は
こ
れ
以
外
の
問
題
も
扱
う
、
宗
教
を
主
た
る
対
象
と
す
る
研
究

が
次
々
と
発
表
さ
れ
た 9
。
そ
し
て
二
〇
一
〇
年
に
は
、
従
来
な
か
っ
た
宗
教
全
般
に
つ
い
て
の
徹
底
し
た
理
論
的
考
察
を
含
む
論

文
が
発
表
さ
れ
た 11
。
そ
こ
で
は
Ｔ
Ｍ
Ｔ
の
宗
教
の
捉
え
方
と
共
に
、
進
化
心
理
学
・
愛
着
理
論
な
ど
、
ほ
か
の
心
理
学
系
理
論
が

生
み
出
し
た
宗
教
論
と
Ｔ
Ｍ
Ｔ
の
類
似
点
な
ら
び
に
相
違
点
が
論
じ
ら
れ
る
。
以
下
で
は
こ
の
著
作
を
中
心
に
恐
怖
管
理
理
論
に

お
け
る
宗
教
論
を
考
察
す
る
。

三　

恐
怖
管
理
理
論
の
宗
教
論

恐
怖
管
理
理
論
の
宗
教
論
は
、
と
り
わ
け
死
の
不
安
・
恐
怖
と
宗
教
信
仰
の
関
係
に
注
目
す
る
機
能
主
義
型
理
論
で
あ
る
。
そ

の
最
新
の
論
文
で
Ｔ
Ｍ
Ｔ
論
者
は
、
自
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
「
宗
教
信
仰
を
、
粘
り
強
く
、
か
つ
浸
透
し
て
い
る
死
の
問
題
の
解

決
と
し
て
捉
え
る
伝
統
を
受
け
継
い
で
い
る
」
も
の
と
位
置
づ
け
る 11
。
そ
し
て
宗
教
が
、
人
間
の
置
か
れ
て
い
る
世
界
を
説
明
し
、

不
確
実
な
運
命
や
天
災
な
ど
自
力
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
出
来
事
に
対
す
る
有
能
感
、
社
会
的
連
帯
感
な
ど
を
与
え
る
よ
う

に
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
、「
宗
教
信
仰
の
と
り
わ
け
重
要
な
機
能
と
は
、
人
間
の
死
に
対
す
る
意
識
に
由
来
す
る
潜

在
的
に
圧
倒
的
な
大
恐
怖
を
抑
え
る
こ
と
で
あ
る
」
と
主
張
し
、
宗
教
が
、「
心
理
的
な
安
心
感
と
不
死
へ
の
希
望
を
持
た
せ
る

こ
と
で
人
間
独
自
の
死
の
意
識
に
由
来
す
る
潜
在
の
大
恐
怖
を
管
理
す
る
よ
う
に
働
い
て
い
る
」
と
強
調
す
る 12
。
加
え
て
、
Ｔ
Ｍ

Ｔ
の
議
論
を
信
仰
と
死
の
不
安
に
関
す
る
調
査
の
理
論
的
な
出
発
点
と
し
た
ヨ
ナ
ス
と
フ
ィ
シ
ャ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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「
恐
怖
管
理
理
論
に
よ
る
と
、
す
べ
て
の
文
化
的
世
界
観
は
死
の
恐
怖
の
管
理
を
手
助
け
す
る
が
、
大
抵
の
宗
教
で
そ
の
中
心
を

成
す
の
は
死
を
超
越
す
る
信
仰
で
あ
る
か
ら
、
来
世
へ
の
信
仰
を
勧
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
死
の
恐
怖
を
和
ら
げ
る
と
い
う
点
は
、

宗
教
の
中
心
的
な
機
能
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う 13
」。

死
の
不
安
の
緩
衝
と
し
て
の
具
体
的
な
働
き
方
に
つ
い
て
、
恐
怖
管
理
理
論
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
人
は
死
を
意
識
的
に
考

え
る
際
、
死
の
脅
威
に
対
応
す
る
た
め
に
、
よ
り
健
康
を
守
ろ
う
、
あ
る
い
は
危
険
な
行
為
を
回
避
し
よ
う
と
い
う
よ
う
な
具
体

的
で
現
実
的
な
行
動
を
取
る
か
、
抑
圧
や
否
定
の
よ
う
な
現
実
を
歪
曲
す
る
近
位
防
衛
機
制
を
用
い
る
。
し
か
し
、
無
意
識
の
レ

ベ
ル
で
死
の
不
安
を
緩
衝
す
る
遠
位
機
制
と
し
て
機
能
す
る
の
は
「
文
化
的
世
界
観
」
と
自
尊
心
で
あ
る 14
。
宗
教
を
含
め
て
文
化

的
世
界
観
は
、
国
家
や
宗
教
団
体
の
よ
う
な
永
遠
と
さ
れ
る
象
徴
的
現
実
世
界
の
な
か
に
、
個
人
を
価
値
あ
る
貢
献
者
と
し
て
位

置
づ
け
、
そ
れ
に
よ
っ
て
個
人
に
「
象
徴
的
な
不
死
」
を
与
え
る 15
。
た
だ
、
宗
教
が
世
俗
的
な
世
界
観
と
は
異
な
る
点
は
、
宗
教

が
特
に
強
い
安
心
感
を
与
え
て
く
れ
る
よ
う
な
文
字
通
り
の
不
死
を
約
束
す
る
こ
と
で
あ
る
。「
世
俗
的
と
宗
教
的
信
念
に
は
類

似
点
が
あ
る
と
は
い
え
、
宗
教
的
世
界
観
は
ほ
か
に
な
い
強
力
な
存
在
的
な
安
心
感
を
提
供
す
る
。
ま
さ
し
く
、
死
の
恐
怖
へ
の

解
毒
剤
と
い
え
ば
、
宗
教
ほ
ど
の
も
の
は
な
い
だ
ろ
う 16
」。
ま
た
、
別
の
著
書
に
お
い
て
Ｔ
Ｍ
Ｔ
論
者
は
文
字
通
り
の
不
死
を
約

束
し
て
い
る
こ
と
が
「
疑
い
も
な
く
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
宗
教
の
主
な
魅
力
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る 17
。

こ
の
よ
う
に
Ｔ
Ｍ
Ｔ
は
宗
教
と
死
の
不
安
の
間
の
親
和
性
を
断
定
す
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
理
由
を
宗
教
信
念
の
特
質
の
な
か
に

見
出
し
て
い
る
。「
宗
教
信
仰
は
、
包
括
的
で
、
簡
単
に
反
証
で
き
な
い
観
念
に
基
づ
い
て
お
り
、
な
お
か
つ
文
字
通
り
の
不
死

を
約
束
す
る
た
め
に
、
死
の
不
安
を
緩
和
す
る
の
に
特
に
相
応
し
い
も
の
で
あ
る
」。
そ
し
て
、
文
字
通
り
の
不
死
と
象
徴
的
な

不
死
の
追
求
の
背
景
に
あ
る
心
理
的
動
機
と
は
、「
死
が
絶
対
的
な
自
己
消
滅
を
意
味
す
る
の
を
否
定
し
た
い
」
と
い
う
点
で
あ

る 18
。
ま
た
、
Ｔ
Ｍ
Ｔ
論
者
は
、
多
く
の
宗
教
の
な
か
で
出
血
、
排
泄
、
病
気
、
身
体
の
衰
え
な
ど
の
よ
う
な
自
己
の
衰
退
と
死
を

連
想
さ
せ
る
要
素
が
、
汚
ら
わ
し
い
あ
る
い
は
崇
高
な
魂
よ
り
価
値
の
低
い
も
の
と
し
て
見
な
さ
れ
、
個
人
の
動
物
的
な
性
質
が
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拒
絶
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
自
己
消
滅
の
否
定
の
現
れ
を
見
て
い
る 19
。
さ
ら
に
、
死
を
連
想
さ
せ
ら
れ
た
状
態
で
宗
教
者
が
神
や

仏
な
ど
超
自
然
的
な
存
在
へ
の
信
仰
を
強
め
た
と
い
う
現
象
を
確
認
し
た
研
究 21
の
結
果
を
受
け
て
、
超
自
然
的
な
存
在
が
「
不
死

へ
の
門
番
」
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
、
こ
う
し
た
存
在
へ
の
信
仰
も
自
己
消
滅
の
否
定
と
不
死
へ
の
願
望
と
結
び
つ
け
て
考
え
ら
れ

る 21
。こ

こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
Ｔ
Ｍ
Ｔ
の
議
論
に
お
い
て
、
宗
教
全
般
は
自
己
消
滅
へ
の
恐
怖
の
究
極
の
緩
衝
あ
る
い
は
解
毒

剤
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
死
の
恐
怖
を
緩
和
す
る
機
能
は
宗
教
の
中
心
的
な
特
徴
で
、
主
た
る
魅
力
と
し
て
見
な
さ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
、
人
が
宗
教
に
傾
く
主
な
無
意
識
的
（
場
合
に
よ
っ
て
意
識
的
な
）
動
機
は
自
己
消
滅
に
対
す
る
恐
怖
と
死
ぬ
運
命

で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
た
い
気
持
ち
、
つ
ま
り
不
死
へ
の
願
望
で
あ
る
。

ベ
ッ
カ
ー
の
思
想
に
も
見
ら
れ
る
こ
の
基
本
的
な
宗
教
の
捉
え
方
は
Ｔ
Ｍ
Ｔ
の
発
足
よ
り
一
貫
し
て
維
持
さ
れ
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。
だ
が
、
こ
こ
数
年
の
Ｔ
Ｍ
Ｔ
の
宗
教
研
究
に
は
、
宗
教
を
対
象
と
す
る
実
証
調
査
の
増
加
と
よ
り
徹
底
的
な
宗
教
論
の
理

論
的
な
整
理
の
ほ
か
に
、
宗
教
性
へ
の
よ
り
敏
感
な
ア
プ
ロ
ー
チ
や
原
理
主
義
へ
の
関
心
の
高
ま
り
が
見
ら
れ
る
と
言
え
る
。
例

え
ば
、
フ
リ
ー
ド
マ
ン
と
ロ
ー
ル
ズ
（
二
〇
〇
七
）
及
び
（
二
〇
〇
八
）
は
、
明
確
で
揺
る
ぎ
な
い
世
界
観
及
び
来
世
へ
の
信

仰
の
具
体
性
を
原
理
主
義
者
の
持
つ
信
仰
の
著
し
い
特
徴
と
し
て
挙
げ
、
原
理
主
義
的
な
信
仰
が
死
の
不
安
を
抑
え
る
の
に
特
に

有
効
だ
と
い
う
三
人
の
理
論
提
唱
者
の
考
え
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、
原
理
主
義
者
と
そ
う
で
は
な
い
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
お
け
る
死

の
不
安
を
測
定
し
て
い
る 22
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
死
を
想
起
さ
せ
ら
れ
た
時
に
聖
書
を
字
義
通
り
に
信
じ
た
り
、
自
宗
教
の
完
璧
な

正
当
性
や
的
確
性
を
主
張
し
た
り
す
る
な
ど
、
原
理
主
義
的
信
念
を
持
つ
信
者
の
間
で
は
信
仰
に
よ
る
死
へ
の
不
安
の
緩
衝
効
果

が
強
い
。
ま
た
、
ほ
か
の
信
者
よ
り
も
、
国
家
や
ス
ポ
ー
ツ
チ
ー
ム
と
の
同
一
化
な
ど
、
世
俗
的
な
内
容
の
死
の
不
安
に
対
す
る

防
衛
機
制
を
利
用
す
る
こ
と
が
少
な
く
、
自
ら
の
死
に
つ
い
て
書
い
た
文
章
が
他
の
被
験
者
の
そ
れ
よ
り
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
も
の
で

あ
る
、
等
が
示
さ
れ
る 23
。
そ
の
理
由
は
、
自
己
消
滅
を
否
定
す
る
強
固
な
来
世
や
再
生
の
信
仰
が
信
者
に
「
死
を
受
け
や
す
く
し
、
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安
心
感
を
抱
か
せ
て
死
の
熟
考
を
可
能
に
す
る
」
か
ら
で
あ
る 24
。
他
方
、
治
療
を
拒
否
し
が
ち
な
キ
リ
ス
ト
教
原
理
主
義
者
の
医

療
に
対
す
る
態
度
に
焦
点
を
当
て
、
そ
こ
か
ら
宗
教
世
界
観
と
意
味
追
求
及
び
死
の
恐
怖
と
の
間
の
関
係
を
調
べ
た
研
究
が
あ
る
。

そ
こ
で
は
、
死
を
連
想
さ
せ
ら
れ
た
時
に
こ
う
し
た
信
者
が
、
自
己
や
肉
親
の
死
に
繋
が
り
う
る
治
療
拒
否
に
賛
成
す
る
態
度
を

強
め
た
と
い
う
結
果
が
示
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
死
に
関
連
す
る
刺
激
を
受
け
た
時
に
こ
れ
ら
の
被
験
者
は
逆
説
的
に
も
死
を
招
く

よ
う
な
態
度
を
強
め
た
わ
け
で
あ
る
が
、
Ｔ
Ｍ
Ｔ
の
立
場
か
ら
し
て
、
治
療
拒
否
は
彼
ら
の
宗
教
的
な
世
界
観
の
重
要
な
部
分
で

あ
り
、
意
味
の
源
泉
で
あ
る
た
め
に
、
自
ら
の
世
界
観
と
意
味
へ
の
こ
だ
わ
り
を
強
化
し
た
と
い
う
点
で
は
理
論
の
予
測
の
範
疇

に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
死
を
招
く
よ
う
な
態
度
に
出
た
と
は
い
え
、
永
遠
の
命
を
約
束
し
自
己
消
滅
を
否
定
す
る
宗
教
へ
の
こ
だ

わ
り
を
強
め
た
こ
と
で
、
こ
れ
ら
の
被
験
者
は
実
際
、
無
意
識
に
も
、
不
死
へ
の
願
望
と
自
己
消
滅
の
否
認
を
強
め
た
と
見
な
さ

れ
る 25
。
そ
の
他
、
個
人
の
宗
教
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
表
す
基
準
で
あ
る
「
宗
教
志
向
性
」
と
死
の
不
安
の
関
係
を
論
じ
る

ベ
ー
ル
三
世
他
も
、
原
理
主
義
信
仰
に
お
け
る
人
種
的
偏
見
、
自
宗
教
中
心
性
や
軍
事
主
義
へ
の
傾
向
を
批
判
し
つ
つ
、
原
理
主

義
的
な
信
仰
が
有
す
る
死
の
不
安
か
ら
の
保
護
力
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

強
い
原
理
主
義
へ
の
傾
向
と
は
別
に
、
こ
れ
ら
の
研
究
者
が
死
の
不
安
を
緩
衝
す
る
上
で
有
効
な
志
向
性
と
し
て
見
な
す
の
は

高
い
内
発
的
な
宗
教
心
と
高
い
求
道
心
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
内
発
的
な
宗
教
心
の
高
い
人
は
比
較
的
は
っ
き
り
し
た
意
味
や
人
生

目
標
を
持
っ
て
お
り
、
人
生
へ
の
満
足
も
持
ち
え
て
い
る
た
め
、
こ
う
し
た
不
安
か
ら
守
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
高
い
求
道
心
を

持
つ
人
間
は
、
自
分
と
異
な
る
世
界
観
を
持
つ
者
を
脅
威
と
し
て
は
考
え
ず
、
死
に
直
面
し
た
時
に
そ
の
意
味
を
見
出
す
こ
と
が

で
き
る
た
め
に
、
死
関
連
の
刺
激
に
比
較
的
に
う
ま
く
対
応
す
る
と
い
う 26
。

以
上
の
よ
う
に
、
恐
怖
管
理
理
論
を
枠
組
み
に
、
宗
教
信
仰
と
死
及
び
自
己
消
滅
へ
の
不
安
・
恐
怖
を
関
連
付
け
て
検
討
す
る

実
証
調
査
で
は
、
内
発
的
・
外
発
的
動
機
に
よ
る
宗
教
心
、
原
理
主
義
的
な
傾
向
を
持
つ
宗
教
心
の
強
弱
、
求
道
心
の
高
低
と

い
っ
た
、
宗
教
性
の
様
々
な
側
面
を
検
討
す
る
動
き
が
出
て
い
る
。
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四　

恐
怖
管
理
理
論
の
宗
教
論
に
お
け
る
問
題
点

恐
怖
管
理
理
論
は
、
死
の
不
安
の
働
き
、
価
値
観
の
維
持
、
自
尊
心
の
取
得
と
機
能
、
文
化
的
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
他
者
の

扱
い
、
偏
見
の
形
成
、
紛
争
と
テ
ロ
の
背
景
に
あ
る
動
機
な
ど
、
幅
広
い
心
理
的
・
社
会
的
現
象
の
説
明
に
努
め
て
お
り
、
成

果
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
理
論
は
、
死
の
不
安
と
自
分
の
信
念
・
価
値
観
へ
の
固
執
の
間
に
非
理
性
的
、
非
論
理
的
な
関
係
が
存

在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
他
宗
教
の
受
容
、
他
者
の
信
仰
や
宗
教
実
践
に
関
す
る
わ
だ
か
ま
り
と
違
和
感
、
あ

る
い
は
宗
教
紛
争
の
背
景
に
も
あ
る
心
理
的
な
仕
組
み
と
い
っ
た
も
の
の
理
解
に
有
効
な
手
掛
か
り
を
提
供
す
る
な
ど
、
宗
教
研

究
に
も
少
な
か
ら
ぬ
貢
献
を
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
そ
の
人
間
の
動
機
や
行
動
に
つ
い
て
の
捉
ら
え
方
に
問
題
点
が
な
い
わ
け

で
は
な
く
、
心
理
学
の
分
野
に
お
い
て
は
、
死
の
不
安
を
強
調
し
す
ぎ
た
、
あ
る
い
は
自
尊
心
を
唯
一
の
心
理
的
欲
求
に
据
え
た
、

還
元
主
義
的
な
人
間
動
機
付
け
理
論
と
し
て
見
な
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
そ
の
た
め
Ｔ
Ｍ
Ｔ
は
、
自
己
成
長
や
自
己
実
現

を
無
視
し
が
ち
で
あ
る
点
、
死
の
不
安
の
過
剰
な
重
視
、
自
尊
心
の
精
神
的
生
活
に
お
け
る
役
割
の
捉
え
方
、
生
物
学
的
進
化
や

自
己
保
存
へ
の
本
能
に
関
す
る
見
方
な
ど
と
い
っ
た
問
題
点
に
つ
い
て
批
判
を
受
け
て
い
る 27
。
こ
こ
で
は
こ
の
理
論
の
宗
教
、
及

び
死
の
不
安
の
捉
え
方
に
関
す
る
諸
問
題
に
的
を
絞
っ
て
論
じ
て
い
き
た
い
。

ま
ず
、
恐
怖
管
理
理
論
の
宗
教
と
死
の
不
安
に
関
す
る
研
究
は
確
か
に
最
近
ま
す
ま
す
細
微
に
な
っ
て
お
り
、
具
体
性
を
増
し

て
い
る
が
、
宗
教
の
大
枠
の
理
論
的
な
捉
え
方
に
は
変
わ
り
が
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
理
論
は
依
然
と
し
て
宗
教

と
い
う
現
象
を
死
の
不
安
へ
の
緩
衝
あ
る
い
は
解
毒
剤
と
し
て
一
義
的
に
捉
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
確
か
に
、
多
く
の
人
は
自

己
あ
る
い
は
大
切
な
他
者
の
死
に
対
す
る
不
安
や
意
識
的
・
無
意
識
的
な
不
死
へ
の
願
望
か
ら
宗
教
に
傾
き
、
宗
教
教
理
と
実
践

の
一
部
が
死
の
不
安
を
緩
和
す
る
よ
う
に
機
能
す
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
来
世
で
の
処
罰
や
悪
死
霊
な
ど
に
由
来
す
る
宗
教
特
有
と

言
え
る
不
安
を
引
き
起
こ
す
教
え
が
存
在
し
、
キ
リ
ス
ト
教
、
仏
教
、
神
道
の
伝
統
に
も
あ
る
よ
う
に
、
積
極
的
で
厳
密
な
宗
教
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実
践
を
促
す
た
め
に
死
後
の
運
命
の
不
確
実
性
、
死
の
恐
ろ
し
さ
、
あ
る
い
は
死
体
の
腐
敗
や
穢
れ
を
意
図
的
に
強
調
す
る
こ
と

で
信
奉
者
の
な
か
に
死
関
係
の
不
安
を
組
織
的
に
高
め
よ
う
と
す
る
宗
教
が
あ
る
こ
と
を
見
逃
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
宗
教
信
仰
や
実
践
と
死
の
不
安
の
間
の
関
係
を
調
べ
た
宗
教
心
理
学
の
実
証
研
究
に
目
を
向
け
れ
ば
、
互
い
に
相
反

す
る
結
果
が
出
て
い
る
現
状
も
あ
る
。
例
え
ば
、
Ａ
・
Ｌ
・
バ
ー
マ
ン
は
、
命
が
危
険
に
晒
さ
れ
て
い
る
状
況
下
で
は
、
他
界

を
信
じ
る
人
も
信
じ
な
い
人
も
同
様
に
不
安
や
恐
怖
を
感
じ
た
り
パ
ニ
ッ
ク
に
陥
っ
た
り
す
る
と
特
定
し
、
こ
こ
か
ら
、
生
命
の

危
機
に
晒
さ
れ
た
時
の
反
応
や
感
情
と
他
界
へ
の
信
仰
と
の
間
に
は
こ
れ
と
い
っ
た
相
関
関
係
は
な
い
と
い
う
結
論
を
導
い
た 28
。

Ｈ
・
フ
ァ
イ
フ
ェ
ル
と
Ａ
・
Ｂ
・
ブ
ラ
ン
ス
コ
ム
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
意
識
下
の
レ
ベ
ル
で
は
宗
教
心
を
持
つ
人
も
持
た
な
い
も

ど
ち
ら
も
同
様
に
死
を
恐
れ
て
い
る
と
い
う
結
果
が
出
て
い
る 29
。
ま
た
、
別
の
調
査
で
は
、
内
発
的
動
機
付
け
／
外
発
的
動
機
付

け
の
基
準
を
応
用
し
て
も
、
内
発
的
動
機
に
よ
る
宗
教
心
を
持
っ
た
者
と
宗
教
心
の
な
い
者
と
で
は
、
死
の
恐
怖
と
い
う
点
で
は

ほ
と
ん
ど
変
わ
り
が
な
い
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
こ
の
調
査
で
は
、
天
国
へ
召
さ
れ
る
と
信
じ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
死
を
恐

れ
る
と
い
う
被
験
者
の
例
も
出
て
い
る 31
。
さ
ら
に
、
三
〇
三
人
の
日
本
人
大
学
生
を
対
象
と
し
た
研
究
で
は
、
宗
教
に
好
意
的
な

態
度
を
有
す
る
者
は
概
し
て
肯
定
的
な
死
観
を
持
つ
も
の
の
、「
宗
教
は
死
の
不
安
を
軽
減
さ
せ
る
」
と
い
う
仮
説
は
検
証
さ
れ

な
か
っ
た 31
。

し
か
し
な
が
ら
、
Ｄ
・
マ
ー
テ
ィ
ン
と
Ｌ
・
Ｓ
・
ラ
イ
ツ
マ
ン
は
、
積
極
的
に
教
会
に
通
っ
た
り
、
宗
教
的
行
事
に
積
極
的

に
参
加
し
た
り
す
る
者
は
、
そ
う
で
な
い
者
よ
り
も
死
の
恐
怖
が
弱
い
傾
向
に
あ
る
と
述
べ
て
い
る 32
。
Ｒ
・
Ｄ
・
カ
ホ
ー
と
Ｒ
・

Ｆ
・
ダ
ン
は
、
Ｇ
・
Ｗ
・
オ
ル
ポ
ー
ト
と
Ｊ
・
Ｍ
・
ロ
ス
に
よ
る
内
発
的
動
機
付
け
／
外
発
的
動
機
付
け
の
基
準
を
採
用
し
、
内

発
的
動
機
を
持
っ
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
や
カ
ト
リ
ッ
ク
の
宗
教
心
と
死
の
恐
怖
は
逆
相
関
で
あ
る
と
指
摘
す
る 33
。「
内
発
的
動
機

を
持
ち
、
か
つ
献
身
的
」（intrinsic-com

m
itted

）
と
「
外
発
的
動
機
を
持
ち
、
か
つ
黙
認
す
る
」（extrinsic-consensual

）
と
い

う
類
型
論
を
用
い
た
Ｂ
・
ス
ピ
ル
カ
他
の
研
究
に
よ
る
と
、
内
発
的
動
機
を
持
っ
て
、
か
つ
献
身
的
で
あ
る
人
は
死
後
へ
の
不
安



死生学研究 15 号

46

が
少
な
く
、
死
そ
の
も
の
を
自
分
の
勇
気
、
威
厳
、
人
生
の
意
味
な
ど
の
再
確
認
の
機
会
と
し
て
前
向
き
に
捉
え
て
い
る
一
方
、

外
発
的
動
機
を
持
っ
て
、
か
つ
黙
認
す
る
者
は
死
に
対
し
て
マ
イ
ナ
ス
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る
と
言
う 34
。
Ｈ
・
フ
ァ
イ
フ
ェ

ル
と
Ｎ
・
Ｖ
・
ナ
ー
ジ
ュ
は
、
宗
教
心
を
持
つ
者
の
死
の
恐
怖
が
持
た
な
い
者
の
そ
れ
よ
り
程
度
が
低
い
、
と
い
う
死
の
恐
怖
と

宗
教
心
の
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
相
関
性
を
報
告
す
る 35
。
一
八
歳
か
ら
八
八
歳
の
三
四
六
人
の
対
象
者
に
お
け
る
死
の
不
安
と
宗
教
心
の

繋
が
り
を
調
べ
た
Ｊ
・
Ａ
・
ト
ー
ソ
ン
と
Ｆ
・
Ｃ
・
パ
ウ
エ
ル
は
、
内
発
的
な
宗
教
心
の
強
い
者
は
よ
り
少
な
い
死
へ
の
不
安
を

示
す
と
い
う
結
果
を
提
示
し
た 36
。
ま
た
Ｋ
・
Ａ
・
ア
ル
バ
ラ
ー
ド
他
は
、
二
〇
〇
人
の
調
査
対
象
者
の
う
ち
、
宗
教
心
が
強
く
来

世
へ
の
強
い
信
仰
を
持
つ
人
は
死
関
連
の
不
安
・
鬱
・
動
揺
が
低
い
と
い
う
結
果
を
発
表
し
て
い
る 37
。
さ
ら
に
二
〇
〇
二
年
に
リ

ト
ア
ニ
ア
で
行
わ
れ
た
研
究
で
は
、
内
発
的
宗
教
心
を
持
つ
対
象
者
が
示
し
た
未
知
へ
の
恐
怖
（
死
後
へ
の
恐
怖
）
は
、
外
発
的

動
機
に
よ
る
信
仰
を
持
つ
者
や
無
神
論
者
よ
り
も
低
い
と
い
う
、
結
論
が
出
て
い
る 38
。
エ
ジ
プ
ト
で
行
わ
れ
た
調
査
で
は
、
宗
教

心
を
持
つ
若
齢
層
の
対
象
者
が
死
に
よ
っ
て
感
じ
る
動
揺
（
死
へ
の
不
安
、
死
に
関
連
し
た
憂
鬱
及
び
妄
想
を
含
む
用
語
）
を
検

討
し
た
結
果
、
宗
教
心
が
死
へ
の
不
安
と
憂
鬱
と
反
比
例
す
る
と
い
う
結
果
が
報
告
さ
れ
て
い
る 39
。

し
か
し
こ
れ
と
は
逆
に
、
Ｉ
・
Ｅ
・
ア
レ
ク
ザ
ン
ダ
ー
と
Ａ
・
Ｍ
・
ア
ル
ダ
ー
ス
タ
イ
ン
は
自
ら
の
調
査
に
よ
っ
て
、
宗
教
心

を
持
つ
者
は
幼
児
期
の
早
い
段
階
で
死
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
り
、
大
人
に
な
っ
た
後
に
は
普
段
に
お
い
て
も
非
宗
教
者
よ
り

も
死
を
意
識
し
て
い
る
と
い
う
結
論
に
至
っ
て
い
る 41
。
Ｈ
・
フ
ァ
イ
フ
ェ
ル
が
行
っ
た
、
宗
教
心
を
持
つ
／
持
た
な
い
健
康
な
人
、

及
び
宗
教
心
を
持
つ
／
持
た
な
い
、
病
気
の
末
期
患
者
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
通
し
た
意
識
調
査
に
よ
る
と
、
全
体
と
し
て
、
宗

教
心
の
あ
る
者
の
方
が
死
を
恐
れ
て
い
る
。
ま
た
最
近
で
は
、
死
に
対
す
る
態
度
の
総
合
的
な
研
究
と
し
て
、
宗
教
心
・
性
別
・

結
婚
の
有
無
な
ど
複
数
の
要
因
と
そ
の
影
響
を
分
析
し
た
カ
ナ
ダ
の
研
究
が
あ
り
、
宗
教
心
の
強
い
者
は
死
後
の
未
知
の
世
界
を

そ
れ
ほ
ど
恐
れ
な
い
と
は
い
え
、
信
仰
を
あ
ま
り
持
た
な
い
者
よ
り
も
死
者
や
自
己
消
滅
を
恐
れ
る
と
い
う
結
果
が
出
て
い
る 41
。

Ｊ
・
デ
ズ
ッ
タ
ー
他
は
、
四
七
一
人
の
ベ
ル
ギ
ー
人
を
対
象
に
、
宗
教
心
を
持
つ
者
の
方
が
持
た
な
い
者
よ
り
も
一
般
的
に
よ
り
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素
直
に
死
を
受
け
入
れ
る
傾
向
に
あ
る
が
、
宗
教
教
理
を
字
義
通
り
に
信
じ
る
者
は
死
の
不
安
が
無
神
論
者
よ
り
大
き
い
と
発
表

し
て
い
る 42
。

確
か
に
、
宗
教
心
及
び
死
の
不
安
の
捉
え
方
や
測
定
の
仕
方
に
関
す
る
方
法
論
的
な
相
違
の
影
響
が
異
な
る
結
果
を
導
く
こ
と

は
あ
り
得
る
が
、
こ
こ
に
挙
げ
た
結
果
を
踏
ま
え
れ
ば
、
概
し
て
は
っ
き
り
と
し
た
死
の
意
識
・
不
安
・
恐
怖
と
一
般
的
な
宗
教

信
仰
・
実
践
の
間
の
一
方
的
な
繋
が
り
を
認
め
る
こ
と
は
難
し
い
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
全
般
的
な
宗
教
が
死

の
不
安
に
対
し
て
ど
う
機
能
し
て
い
る
か
と
い
う
議
論
よ
り
も
、
特
定
の
宗
教
的
信
念
・
信
仰
も
し
く
は
実
践
が
、
特
定
の
宗
教
、

団
体
あ
る
い
は
個
人
に
お
い
て
ど
う
機
能
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
論
じ
る
方
が
有
意
義
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
ま
た
、
そ
の
よ

う
な
一
方
的
な
繋
が
り
が
存
在
し
な
い
と
す
れ
ば
、
死
の
不
安
の
機
能
に
基
づ
く
一
般
的
な
宗
教
理
論
を
主
張
す
る
の
は
困
難
に

な
り
、
Ｔ
Ｍ
Ｔ
の
宗
教
論
は
一
部
の
宗
教
あ
る
い
は
宗
教
心
の
理
論
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
Ｔ
Ｍ
Ｔ
が
主
張
す

る
よ
う
に
、
心
理
学
的
な
実
証
調
査
の
な
か
で
宗
教
信
仰
の
不
安
緩
衝
と
し
て
の
効
果
を
確
認
し
た
研
究
は
多
く
存
在
す
る
。
だ

が
、
そ
れ
と
は
異
な
る
結
果
を
提
示
す
る
研
究
も
少
な
く
な
く
、
そ
の
な
か
に
は
内
発
的
な
動
機
ま
た
は
聖
書
を
字
義
通
り
に
信

じ
る
（
固
い
原
理
主
義
的
な
信
仰
を
持
つ
）
者
で
も
そ
う
で
な
い
信
者
や
無
神
論
者
よ
り
大
き
な
死
の
不
安
を
見
せ
る
と
い
う
結

果
も
あ
る
。
そ
の
た
め
、
Ｔ
Ｍ
Ｔ
論
者
は
、
自
ら
に
不
都
合
な
結
果
を
示
す
研
究
さ
え
も
徹
底
的
に
調
べ
、
そ
の
対
象
や
方
法
に

対
し
て
丁
寧
に
反
論
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
最
近
の
論
文
に
お
い
て
ベ
ー
ル
三
世
他
は
、
死
後
の
生
へ
の
信
仰
が
死
の
不

安
を
抑
え
、
死
を
受
け
入
れ
や
す
く
す
る
と
い
う
自
ら
の
主
張
を
支
持
す
る
も
の
と
し
て
い
く
つ
か
の
実
例
を
列
挙
す
る
が
、
そ

の
よ
う
な
繋
が
り
を
確
認
で
き
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
否
定
し
た
研
究
に
は
言
及
し
な
い 43
。
同
論
文
の
別
の
箇
所
で
Ｍ
・

オ
サ
ル
チ
ュ
ク
と
Ｓ
・
Ｊ
・
タ
ッ
ツ
に
よ
る
調
査
が
挙
げ
ら
れ
、
来
世
を
信
じ
る
人
が
死
を
想
起
さ
せ
ら
れ
た
時
に
来
世
へ
の
信

仰
を
強
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
来
世
へ
の
信
仰
を
持
た
な
い
者
よ
り
も
死
へ
の
不
安
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
効
果
が
確
認

さ
れ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
が
、
こ
の
調
査
結
果
を
再
確
認
す
る
研
究
を
行
っ
た
Ｒ
・
オ
ク
ス
マ
ン
が
同
じ
結
果
に
至
ら
な
か
っ
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た
こ
と
に
は
触
れ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る 44
。

一
方
、
宗
教
教
理
の
多
様
性
と
具
体
的
な
集
団
や
個
人
の
信
仰
に
お
け
る
差
の
み
な
ら
ず
、
自
己
の
死
や
大
切
な
他
者
の
死
に

対
す
る
不
安
、
ま
た
自
己
の
死
に
関
し
て
言
え
ば
、
死
に
ゆ
く
過
程
に
対
す
る
不
安
、
生
の
途
絶
に
対
す
る
不
安
等
、
ひ
と
え
に

死
の
不
安
と
い
っ
て
も
そ
の
様
々
な
具
体
的
な
側
面
に
も
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
、
心
理
学
者
や
哲
学
者
は
死
へ
の
不

安
の
一
次
元
と
し
て
死
後
へ
の
不
安
を
取
り
上
げ
て
い
る
が 45
、
Ｔ
Ｍ
Ｔ
論
者
は
こ
の
種
の
不
安
を
視
野
に
入
れ
て
い
な
い
よ
う
で

あ
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
死
の
不
安
・
恐
怖
を
多
面
的
に
捉
え
、
そ
の
様
々
な
側
面
を
細
か
く
定
義
し
た
研
究
は
決
し
て
少
な
く

は
な
い 46
。

加
え
て
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
患
者
に
お
け
る
信
仰
と
死
の
恐
怖
を
Ｔ
Ｍ
Ｔ
の
理
論
を
応
用
し
て
調
査
し
た
Ｄ
・
エ
ド
モ
ン
ド
ソ
ン
他

は
、
信
仰
を
持
つ
者
が
自
ら
の
死
に
際
し
て
、
神
に
見
捨
て
ら
れ
た
、
あ
る
い
は
罰
せ
ら
れ
た
な
ど
と
、
Ｔ
Ｍ
Ｔ
議
論
で
信
仰
が

提
供
す
と
さ
れ
る
、
死
の
恐
怖
か
ら
の
緩
衝
そ
の
も
の
を
破
る
よ
う
な
失
望
感
や
悩
み
を
抱
え
て
し
ま
う
場
合
が
あ
る
と
留
意
を

促
し
て
い
る
。
ま
た
、
宗
教
信
仰
に
よ
る
内
面
的
衝
突
が
、
死
に
向
か
う
者
の
不
安
を
増
大
さ
せ
た
り
鬱
病
を
悪
化
さ
せ
た
り
す

る
こ
と
を
示
し
た
研
究
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、
Ｔ
Ｍ
Ｔ
の
方
法
を
採
用
す
る
研
究
に
は
、
自
己
の
死
を
想
起
さ
せ
る
継
続
的
な
刺

激
に
晒
さ
れ
た
信
者
に
お
け
る
信
仰
の
不
安
緩
和
機
能
を
、
実
際
に
経
験
的
に
確
か
め
た
研
究
が
極
め
て
少
な
い
こ
と
を
指
摘
す

る 47
。
こ
の
研
究
は
、
宗
教
的
世
界
観
が
死
の
恐
怖
を
抑
え
ら
れ
な
い
条
件
を
特
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
Ｔ
Ｍ
Ｔ
の
信
仰
に
関
す
る

一
義
的
な
捉
え
方
に
疑
問
を
投
げ
か
け
た
こ
と
、
ま
た
健
康
な
大
学
生
を
対
象
に
研
究
室
で
調
査
を
行
う
と
い
う
Ｔ
Ｍ
Ｔ
が
し
ば

し
ば
用
い
る
研
究
パ
タ
ー
ン
を
脱
出
す
る
必
要
性
を
示
し
た
と
い
う
意
味
で
、
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
対
象
者
が

死
に
関
す
る
文
章
や
映
像
に
よ
っ
て
刺
激
さ
れ
る
と
い
う
設
定
と
は
別
に
、
臨
床
の
場
の
よ
う
な
死
の
脅
威
に
身
体
的
に
晒
さ
れ

て
い
る
と
い
う
状
況
下
で
の
、
異
な
る
年
齢
・
性
別
・
職
業
の
人
間
に
お
け
る
宗
教
信
仰
の
機
能
を
調
べ
た
Ｔ
Ｍ
Ｔ
研
究
を
積
み

重
ね
て
い
く
こ
と
は
今
後
の
Ｔ
Ｍ
Ｔ
の
課
題
と
な
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
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五　

結
論

近
年
、
恐
怖
管
理
理
論
は
様
々
な
批
判
に
呼
応
す
る
な
か
で
、
人
間
の
成
長
や
自
己
拡
張
、
意
味
論
や
愛
着
理
論
の
要
素
を
吸

収
し
な
が
ら
、
死
の
恐
怖
の
管
理
と
意
味
と
の
関
係
、
あ
る
い
は
他
者
と
の
関
係
性
が
恐
怖
管
理
に
与
え
る
影
響
な
ど
と
い
う
新

た
な
視
点
を
導
入
し
て
お
り
、
徐
々
に
そ
の
体
系
は
複
雑
化
し
、
精
度
も
高
ま
っ
て
い
る
。
宗
教
に
関
し
て
言
え
ば
、
近
年
で
は

よ
り
多
面
的
に
宗
教
性
を
捉
え
る
よ
う
に
実
証
研
究
が
行
わ
れ
、
最
近
の
論
文
で
は
以
前
よ
り
高
度
な
議
論
が
進
め
ら
れ
、
そ
の

宗
教
論
の
理
論
的
な
土
台
も
固
ま
り
つ
つ
あ
る
。
ま
た
、
同
時
に
宗
教
原
理
主
義
や
紛
争
な
ど
の
背
景
に
あ
る
動
機
に
関
し
て
も

貴
重
な
成
果
が
も
た
ら
さ
れ
て
お
り
、
一
層
大
き
な
可
能
性
が
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
近
年
は
従
来
以
上
に
宗
教
志
向

性
を
基
準
に
し
て
死
の
不
安
と
宗
教
心
の
関
係
を
検
討
す
る
こ
と
で
幾
分
説
得
力
の
欠
け
た
宗
教
の
一
般
論
も
少
な
く
な
り
、
具

体
性
を
高
め
る
方
向
に
動
き
出
し
て
い
る
と
は
い
え
、
Ｔ
Ｍ
Ｔ
が
具
体
的
な
信
仰
の
内
容
及
び
信
者
が
置
か
れ
て
い
る
具
体
的
な

状
況
に
十
分
配
慮
し
て
い
る
と
は
依
然
と
し
て
言
い
難
い
。
包
括
的
な
宗
教
の
理
論
を
目
指
す
の
で
あ
れ
ば
、
独
自
の
立
場
か
ら

今
ま
で
以
上
に
宗
教
体
験
や
実
践
を
取
り
扱
い
、
宗
教
の
教
理
や
信
仰
に
お
け
る
多
様
性
を
よ
り
強
く
意
識
せ
ね
ば
な
ら
な
い
だ

ろ
う
。
例
え
ば
、
宗
教
信
仰
が
持
つ
死
の
不
安
の
緩
衝
と
し
て
の
普
遍
的
な
機
能
を
主
張
す
る
に
し
て
も
、
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス

ラ
ム
教
な
ど
の
一
神
教
以
外
の
文
化
圏
に
お
け
る
宗
教
信
仰
と
死
の
不
安
・
恐
怖
の
管
理
の
関
係
に
つ
い
て
も
取
り
上
げ
、
自
ら

の
議
論
に
沿
っ
た
数
多
く
の
成
果
を
提
示
す
る
こ
と
な
し
に
そ
れ
は
難
し
い
。
実
際
に
Ｔ
Ｍ
Ｔ
宗
教
論
の
要
で
あ
る
こ
の
主
張
が

確
認
さ
れ
な
か
っ
た
先
行
の
研
究
に
し
て
も
、
そ
れ
に
関
す
る
よ
り
徹
底
的
な
考
察
と
丁
寧
な
議
論
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
、

死
の
不
安
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
、
様
々
な
種
類
の
死
の
不
安
、
多
様
な
条
件
の
な
か
の
自
己
死
・
他
者
の
死
に
関

す
る
検
討
と
と
も
に
、
さ
ら
な
る
精
緻
化
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
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This paper examines the latest research on religion conducted within the 

framework of the Terror Management Theory (TMT) which has over the past 25 

years produced a large body of work relevant to the study of human motivation and 

culture. From the standpoint of religious studies and with a view to contributing 

to the development of death and life studies which are currently being systematized 

in Japan, this paper analyzes the overall concept of religion in the TMT and its 

approach and results in studying the link between death anxiety and religious 

beliefs. The paper concludes that in recent years TMT researchers have made 

progress in theoretically solidifying their approach to religion, and have started to 

take active steps to address the long-standing lack of empirical studies on religion 

by TMT, so as to produce a more refined outlook on religion. However, their work 

remains insensitive to the possibility that certain doctrines and beliefs may induce 

the very anxiety regarding death they are supposed to assuage. The paper calls for a 

better understanding of doctrinal diversity; cultural and personal differences in the 

reception of religious teachings; thorough examination of previous empirical studies 

on death anxiety and religion which present conflicting results with those of TMT; 

as well as more consideration for the multidimensionality of death anxiety.
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