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近
年
の
宗
教
理
論
に
お
け
る
死
と
宗
教

―
進
化
心
理
学
が
提
供
す
る
説
明
の
可
能
性
と
限
界

イ
ー
リ
ャ
・
ム
ス
リ
ン

進
化
心
理
学
（
以
下
Ｅ
Ｐ
と
も
）
は
、
進
化
論
的
な
視
点
を
用
い
て
動
物
行
動
学
、
遺
伝
学
な
ど
、
生
物
学
の
分
野
に
お
け
る

研
究
成
果
と
最
新
の
認
知
科
学
に
よ
る
発
見
を
融
合
し
た
理
論
的
な
枠
組
み
で
あ
る
。
こ
の
理
論
は
近
年
心
理
学
の
分
野
及
び
宗

教
研
究
に
深
く
浸
透
し
て
お
り
、
人
文
科
学
の
研
究
者
が
無
視
で
き
な
い
学
問
分
野
に
な
っ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
欧
米
の
宗
教

研
究
に
お
い
て
支
配
的
な
学
問
的
潮
流
に
発
展
し
そ
う
な
勢
い
さ
え
見
せ
て
い
る
。

本
稿
は
、
宗
教
を
対
象
と
す
る
進
化
心
理
学
者
の
研
究
を
中
心
に
、
そ
の
宗
教
の
捉
え
方
や
宗
教
に
お
け
る
死
の
位
置
づ
け
を

分
析
し
、
問
題
点
を
指
摘
す
る
こ
と
を
主
な
目
的
と
す
る
。
そ
し
て
、
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
の
整
理
と
批
判
的
検
討
を
行
な
う
こ
と
で
、
現
在
日
本
で
理
論
的
な
体
系
化
が
進
ん
で
い
る
死
生
学
に
一
つ
の
貢
献

を
成
す
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
課
題
に
取
り
組
む
に
当
た
り
、
死
の
不
安
の
多
面
性
や
複
雑
性
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
直
し
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
る
つ
も
り
で
あ
る
。
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本
稿
の
構
成
と
し
て
は
、
ま
ず
第
一
節
に
お
い
て
進
化
心
理
学
者
が
目
指
す
諸
分
野
の
統
合
と
新
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
導
入
な
ど
に

つ
い
て
述
べ
た
後
、
第
二
節
で
は
彼
ら
の
宗
教
論
、
第
三
節
で
は
死
の
捉
え
方
を
そ
れ
ぞ
れ
分
析
す
る
。
そ
し
て
第
四
節
で
先
行

研
究
に
よ
る
進
化
心
理
学
の
批
判
を
紹
介
し
、
第
五
節
で
批
判
的
検
討
を
加
え
た
い
。
最
後
の
第
六
節
で
結
論
を
述
べ
る
。

一　

進
化
心
理
学
の
概
要

１　

Ｅ
Ｐ
の
登
場
と
諸
分
野
統
合
の
呼
び
か
け

進
化
心
理
学
の
始
祖
と
さ
れ
る
Ｌ
・
コ
ス
ミ
デ
ス
と
Ｊ
・
テ
ュ
ー
ビ
は
、
人
間
の
行
動
を
包
括
的
に
説
明
す
る
新
た
な
パ
ラ
ダ

イ
ム
と
な
る
理
論
的
な
枠
組
み
の
導
入
を
目
指
し
て
、
一
九
八
〇
年
代
末
か
ら
九
〇
年
代
初
頭
に
発
表
し
た
諸
論
文
に
よ
っ
て
進

化
論
と
心
理
学
の
融
合
を
唱
導
し
、
新
し
い
学
問
分
野
の
方
法
と
意
義
を
提
示
し
た
。
そ
の
融
合
に
当
た
っ
て
二
人
が
主
張
す
る

と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、「
心
理
学
諸
理
論
は
、
お
よ
そ
一
貫
し
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
す
べ
て
明
白
に
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
暗
黙
の

前
提
と
し
て
、
何
ら
か
の
先
天
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
存
在
を
そ
の
土
台
と
し
て
い
る
。〔
中
略
〕
進
化
生
物
学
が
心
理
学
に
と
っ
て
重

要
な
の
は
、
生
理
学
的
の
み
な
ら
ず
、
心
理
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
先
天
的
な
土
台
を
形
成
す
る
進
化
的
過
程
も
そ
の
研
究
対
象
と

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る 1
」。
ま
た
別
の
論
文
で
は
「
進
化
論
と
認
知
心
理
学
は
姉
妹
分
野
で
あ
る
。
進
化
論
は
有
機
体
が
直
面
す

る
適
応
的
問
題
を
特
定
し
よ
う
と
す
る
。
心
理
学
理
論
は
そ
う
し
た
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
進
化
し
て
き
た
情
報
加
工
の
メ
カ

ニ
ズ
ム
を
発
見
す
る
こ
と
を
目
標
と
す
る 2
」
と
述
べ
る
。
さ
ら
に
コ
ス
ミ
デ
ス
と
テ
ュ
ー
ビ
は
、
人
文
科
学
者
が
社
会
や
文
化
に

関
し
て
議
論
す
る
際
に
自
然
科
学
を
軽
視
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
人
文
科
学
に
お
け
る
諸
分
野
の
統
合
、
そ
し
て
、

よ
り
広
く
、
社
会
科
学
と
自
然
科
学
の
観
念
的
統
合
を
提
唱
す
る
。
そ
し
て
、
人
文
科
学
の
理
論
を
評
価
す
る
際
に
は
、
そ
れ
が

自
然
科
学
の
研
究
成
果
と
一
致
す
る
か
ど
う
か
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
一
致
し
な
い
場
合
は
そ
の
理
論
の
再
検
討
や
修
正
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を
行
う
必
要
が
あ
る
と
述
べ
る 3
。

２　

Ｅ
Ｐ
に
お
け
る
人
間
像
と
社
会
人
文
科
学
へ
の
批
判

続
い
て
進
化
心
理
学
者
は
、
人
間
の
行
動
や
文
化
を
脳
や
肉
体
と
い
っ
た
物
質
的
な
も
の
か
ら
切
り
離
し
て
考
え
る
の
は
誤
り

で
あ
る
と
述
べ
る
。
彼
ら
に
よ
れ
ば
、
文
化
と
は
個
人
の
心
理
か
ら
離
れ
て
独
自
に
存
在
す
る
も
の
で
も
な
く
、
そ
の
た
め
に
生

物
学
や
心
理
学
で
把
握
し
得
な
い
独
自
の
本
質
を
持
っ
た
領
域
で
も
な
い
。
人
文
社
会
科
学
で
は
人
間
を
、
そ
の
自
然
環
境
あ
る

い
は
文
化
・
社
会
・
共
同
体
が
提
供
す
る
情
報
や
影
響
を
た
だ
受
動
的
に
吸
収
す
る
、「tabula rasa

」（
白
紙
状
態
）
の
よ
う
な

存
在
と
し
て
捉
え
が
ち
で
あ
る
。
だ
が
進
化
心
理
学
者
は
そ
の
反
対
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
が
、
情
報
習
得
の
過
程
の
中
で
情
報

を
選
択
、
加
工
、
記
憶
す
る
と
い
う
複
雑
な
作
業
を
繰
り
返
し
行
っ
て
い
る
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
個
人
は
た
だ
の
文
化
の
産
物

で
も
情
報
を
受
け
る
だ
け
の
「
器
」
で
も
な
く
、
む
し
ろ
積
極
的
に
文
化
の
伝
達
や
再
構
築
を
行
う
主
体
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る 4
。

ま
た
、
言
語
習
得
の
能
力
、
生
き
物
の
み
な
ら
ず
物
体
や
現
象
に
お
い
て
も
何
ら
か
の
主
体
性
、
つ
ま
り
意
図
や
目
的
を
認
め

が
ち
な
認
知
的
傾
向
、
植
物
や
動
物
や
物
体
な
ど
を
分
類
す
る
よ
う
に
機
能
す
る
先
天
的
な
「
存
在
論
的
範
疇
」
な
ど
と
い
っ
た

認
知
的
属
性
は
、
す
べ
て
の
人
間
に
共
通
す
る
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
Ｅ
Ｐ
の
主
な
主
張
の
一
つ
で
あ
る 5
。
文
化

や
民
族
を
超
え
た
普
遍
的
な
認
知
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
全
人
類
に
先
天
的
に
備
わ
っ
て
い
る
と
す
る
こ
の
主
張
は
、
児
童
の
認
知
的

発
達
や
脳
の
神
経
疾
患
な
ど
の
研
究
成
果
に
依
拠
し
て
い
る
。
だ
が
Ｅ
Ｐ
は
、
そ
う
し
た
研
究
を
根
拠
に
、
脳
の
構
造
や
働
き
の

中
に
人
間
本
性
と
呼
べ
る
も
の
の
存
在
を
認
め
、
そ
の
意
味
で
人
間
は
文
化
や
社
会
が
形
成
す
る
「tabula rasa

」
で
は
な
い
と

考
え
る 6
。

こ
れ
に
基
づ
い
て
Ｅ
Ｐ
は
、
ヒ
ト
と
い
う
種
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
性
的
な
パ
ー
ト
ナ
ー
の
選
択
、
恋
や
愛
、
社
会
的
な
地
位

や
評
判
へ
の
欲
求
、
攻
撃
性
や
博
愛
主
義
な
ど
と
い
っ
た
心
理
や
行
動
、
そ
し
て
団
体
内
外
に
お
け
る
協
力
と
衝
突
、
交
流
と
競
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争
、
道
徳
的
な
規
範
と
そ
の
侵
害
、
罰
則
の
制
度
、
共
同
体
に
お
け
る
共
通
価
値
観
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
の
社
会
的
な

要
素
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
。
つ
ま
り
、
人
間
の
行
動
と
そ
の
心
理
的
背
景
を
説
明
す
る
際
に
Ｅ
Ｐ
が
注
目
す
る
の
は
、
個
々
人

の
特
定
の
行
動
と
そ
れ
に
係
る
個
人
的
動
機
や
個
人
の
置
か
れ
た
社
会
的
状
況
、
ま
た
は
肉
体
的
・
精
神
的
な
個
人
差
で
は
な
く
、

む
し
ろ
全
人
類
と
い
う
、
種
の
レ
ベ
ル
で
の
行
動
戦
略
及
び
そ
の
背
景
に
あ
る
普
遍
的
な
心
理
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
（
認
知
的
能
力
・

傾
向
・
制
約
）
で
あ
る
。

Ｅ
Ｐ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
心
理
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
狩
猟
・
採
集
で
生
活
を
立
て
て
い
た
我
々
の
祖
先
が
更
新
世
（
お
よ
そ

一
八
万
年
前
か
ら
一
万
年
前
ま
で
）
の
環
境
に
お
い
て
直
面
し
た
生
存
と
生
殖
（
遺
伝
子
伝
達
）
に
関
わ
る
環
境
適
応
問
題
を
克

服
す
る
際
に
発
達
し
た
。
進
化
は
膨
大
な
時
間
を
か
け
て
緩
や
か
に
進
み
、
現
代
の
環
境
が
更
新
世
と
か
な
り
異
な
る
と
は
い
え
、

我
々
の
脳
の
構
造
や
機
能
は
更
新
世
か
ら
ほ
と
ん
ど
変
化
し
て
い
な
い 7
。
我
々
現
代
人
の
持
つ
脳
や
体
も
、
更
新
世
に
お
け
る
生

活
上
の
自
然
的
・
社
会
（
原
始
的
な
狩
猟
収
集
社
会
）
的
諸
問
題
に
効
果
的
に
対
応
す
る
よ
う
に
で
き
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
人

間
の
共
同
体
に
お
け
る
協
力
関
係
、
資
源
と
性
的
相
手
を
め
ぐ
る
競
争
、
子
孫
を
産
み
育
て
る
こ
と
に
対
す
る
考
え
方
と
行
動
な

ど
を
説
明
す
る
際
に
、
Ｅ
Ｐ
が
そ
の
方
法
と
し
て
利
用
す
る
の
は
、
霊
長
類
な
ど
の
動
物
世
界
（
社
会
）
と
の
比
較
を
交
え
な
が

ら
論
じ
、
血
縁
選
択
、
包
括
的
適
合
性
、
間
接
互
恵
性
と
い
っ
た
進
化
論
的
な
概
念
や
（
経
済
学
的
な
）
ゲ
ー
ム
理
論
に
基
づ
い

た
モ
デ
ル
で
あ
る
。

二　

進
化
心
理
学
の
宗
教
論

Ｅ
Ｐ
に
お
け
る
宗
教
論
の
主
な
特
徴
の
一
つ
は
、
認
知
科
学
・
脳
の
神
経
学
・
動
物
学
・
遺
伝
学
・
文
化
人
類
学
・
宗
教
学
と

い
っ
た
諸
研
究
分
野
の
知
識
や
成
果
を
幅
広
く
生
か
そ
う
と
試
み
る
こ
と
に
あ
る
。
主
と
し
て
進
化
生
物
学
や
認
知
科
学
的
な
視
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点
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、
宗
教
は
何
故
す
べ
て
の
文
化
圏
に
お
い
て
存
在
し
て
い
る
の
か
、
宗
教
は
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
、
伝

達
さ
れ
、
ま
た
何
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
か
、
と
い
っ
た
宗
教
全
般
の
発
生
・
存
在
・
存
続
に
関
す
る
事
柄
の
ほ
か
に
、
宗
教
概

念
の
具
体
的
な
認
知
的
特
徴
、
宗
教
的
儀
式
や
道
徳
規
範
の
形
成
と
機
能
、
宗
教
専
門
家
階
級
の
成
立
と
役
割
な
ど
、
極
め
て
広

範
な
宗
教
的
現
象
を
取
り
扱
う
。
そ
の
中
で
も
重
視
さ
れ
る
の
は
、
宗
教
に
は
進
化
論
的
な
意
味
で
の
適
応
性
が
認
め
ら
れ
る
か

否
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
Ｅ
Ｐ
は
宗
教
を
心
理
的
・
社
会
的
現
象
と
し
て
捉
え
て
お
り
、
と
り
わ
け
自
然
淘
汰
に
よ
っ
て
形
成

さ
れ
て
き
た
と
さ
れ
る
脳
の
働
き
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
問
い
に
対
す
る
回
答
を
見
出
だ
そ
う
と
す
る 8
。

前
述
の
コ
ス
ミ
デ
ス
と
テ
ュ
ー
ビ
は
、
宗
教
を
人
間
の
脳
や
心
理
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
は
切
り
離
せ
な
い
現
象
で
あ
る
と
考
え
、

宗
教
の
本
質
を
「
個
人
の
外
に
」
存
在
す
る
と
し
た
デ
ュ
ル
ケ
ム
、
ま
た
文
化
を
「
体
外
」、「
遺
伝
外
」
と
捉
え
た
ギ
ア
ツ
の
見

方
に
異
を
唱
え
る 9
。
こ
れ
に
関
し
て
、
Ｐ
・
ボ
イ
ヤ
ー
に
よ
れ
ば
、
認
知
科
学
に
よ
る
宗
教
論
に
お
い
て
、
文
化
的
現
象
は
他
か

ら
独
立
し
た
特
別
な
現
実
の
次
元
に
属
す
る
の
で
な
く
、
自
然
の
世
界
や
人
間
の
体
や
心
理
か
ら
切
断
で
き
な
い
現
実
の
一
部
と

し
て
扱
わ
れ
る
。
認
知
能
力
や
脳
の
働
き
を
軽
視
す
る
文
化
人
類
学
と
は
異
な
り
、
多
数
の
異
文
化
に
お
け
る
同
一
宗
教
概
念
、

ま
た
現
象
の
多
発
及
び
通
時
的
な
再
発
を
心
・
脳
の
普
遍
的
な
属
性
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
故
に
、
宗
教
現
象
の

描
写
に
留
ま
り
、
差
異
を
強
調
す
る
文
化
人
類
学
系
の
解
釈
型
理
論
に
対
し
て
、
認
知
科
学
の
宗
教
論
は
説
明
型
理
論
と
し
て
位

置
付
け
ら
れ
る
と
い
う 11
。

こ
の
よ
う
に
、
宗
教
論
に
取
り
組
む
進
化
心
理
学
者
は
、
宗
教
が
人
類
普
遍
的
な
認
知
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
な
い
し
シ
ス
テ
ム
に

よ
っ
て
説
明
さ
れ
得
る
と
考
え
る
。
具
体
的
に
は
、
動
物
な
ど
の
外
的
脅
威
の
迅
速
な
発
見
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
、
音
や
影
な

ど
の
環
境
か
ら
の
刺
激
に
過
敏
な
主
体
性
発
見
シ
ス
テ
ム
、
人
間
や
動
物
の
意
図
や
心
を
読
む
こ
と
、
つ
ま
り
生
き
物
の
行
動
の

背
景
に
あ
る
不
可
視
の
要
因
を
推
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
高
度
な
社
会
的
関
係
の
構
築
を
可
能
と
す
る
「
心
の
理
論
」
あ
る
い
は

「
直
感
的
心
理
学
」、「
民
間
心
理
学
」
と
呼
ば
れ
る
認
知
能
力
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
認
知
シ
ス
テ
ム
は
、
自
然
現
象
・
出
来
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事
・
物
体
・
動
物
に
人
間
的
な
意
図
や
目
的
を
投
影
し
、
自
然
現
象
の
中
に
心
を
持
つ
主
体
の
存
在
を
認
め
る
傾
向
が
強
い
た
め
、

神
や
霊
魂
な
ど
、
超
自
然
的
な
主
体
へ
の
信
仰
に
繋
が
る 11
。

Ｅ
Ｐ
に
お
い
て
、
超
自
然
的
な
主
体
の
存
在
を
主
張
す
る
こ
と
は
、
宗
教
の
中
心
的
な
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
Ｓ
・

エ
ー
ト
ラ
ン
と
Ａ
・
ノ
ラ
ン
ザ
ヤ
ン
は
次
の
よ
う
に
宗
教
を
定
義
す
る
。「
宗
教
は
、
超
自
然
的
な
主
体
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る

世
界
に
対
す
る
、
コ
ス
ト
の
高
い
献
身
的
な
関
与
の
情
熱
的
な
表
示
・
表
現
で
あ
る 12
」。
ま
た
、
宗
教
的
な
思
考
と
行
動
は
非
宗

教
的
な
そ
れ
ら
と
同
じ
認
知
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
依
拠
す
る
た
め
、
そ
の
間
に
本
質
的
な
相
違
は
な
く
、
宗
教
は
ご
く
自
然
な
も
の

で
あ
る 13
。
実
際
、
宗
教
は
、
捕
獲
動
物
の
発
見
、
食
料
の
採
集
、
性
的
相
手
の
選
択
、
育
児
、
他
者
と
の
同
盟
作
り
な
ど
と
い
っ

た
、
生
存
及
び
生
殖
や
遺
伝
子
伝
達
に
関
わ
る
諸
問
題
の
解
決
の
た
め
に
発
達
し
て
き
た
複
数
の
心
理
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
副
産
物

で
あ
る 14
。
そ
う
い
う
意
味
で
「
宗
教
」
は
あ
る
単
一
体
と
い
う
よ
り
も
複
数
の
異
な
る
シ
ス
テ
ム
の
複
合
体
あ
る
い
は
集
成
体
で

あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
、
道
徳
な
ど
の
よ
う
な
宗
教
の
あ
る
側
面
を
理
解
す
る
た
め
に
宗
教
の
比
較
研
究
よ
り
も
同
種
の
世
俗
的

な
も
の
と
の
比
較
の
ほ
う
が
有
効
だ
と
い
う
議
論
も
な
さ
れ
て
い
る 15
。
ま
た
、
宗
教
は
、
具
体
的
な
適
応
問
題
に
対
応
す
る
よ
う

に
進
化
し
て
き
た
肉
体
的
・
認
知
的
資
源
に
乗
っ
て
そ
れ
を
利
用
し
て
い
る
の
で
、
一
部
の
宗
教
思
想
家
が
想
定
す
る
、
宗
教
信

仰
や
体
験
の
み
を
司
る
専
用
の
特
別
な
神
経
回
路
あ
る
い
は
認
知
的
シ
ス
テ
ム
は
脳
内
に
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る 16
。

三　

進
化
心
理
学
に
お
け
る
死

Ｄ
・
Ｍ
・
バ
ス
、
Ｐ
・
ボ
イ
ヤ
ー
、
Ｌ
・
Ａ
・
カ
ー
ク
パ
ト
リ
ッ
ク
な
ど
の
進
化
心
理
学
者
は
、
宗
教
は
再
生
や
永
遠
の
命
を

約
束
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
死
の
不
安
を
緩
和
し
、
死
を
受
け
入
れ
や
す
く
す
る
と
い
う
、
宗
教
心
理
学
の
分
野
で
影
響
力
を
増
し

つ
つ
あ
る
恐
怖
管
理
理
論
（
Ｔ
Ｍ
Ｔ
）
の
主
張
に
対
し
て
強
い
反
対
を
示
し
つ
つ
、
自
ら
の
死
の
概
念
を
述
べ
て
い
る
。
Ｔ
Ｍ
Ｔ
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は
、
人
間
の
死
の
不
可
避
性
に
対
す
る
意
識
は
、
進
化
過
程
に
お
い
て
発
展
し
て
き
た
自
己
生
存
の
確
保
へ
の
傾
向
な
い
し
本
能
、

及
び
不
死
へ
の
願
望
と
あ
い
ま
っ
て
死
へ
の
恐
怖
を
生
み
出
し
、
そ
の
恐
怖
を
無
意
識
に
管
理
す
る
機
能
を
持
つ
世
界
観
の
発
展

や
維
持
に
も
繋
が
っ
て
い
る
と
考
え
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
バ
ス
は
、
自
己
生
存
つ
ま
り
死
の
回
避
を
欲
す
る
傾
向
を
強
調
す
る

Ｔ
Ｍ
Ｔ
の
進
化
の
概
念
は
生
殖
を
無
視
す
る
と
い
う
点
で
古
典
的
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
彼
に
よ
る
と
、
人
間
の
動
機
付
け
を
説

明
す
る
な
ら
、
不
安
の
減
少
（
恐
怖
の
管
理
）
よ
り
も
、
性
的
相
手
の
選
択
や
性
交
、
子
育
て
、
集
団
内
で
の
地
位
獲
得
、
他
者

と
の
連
合
形
成
な
ど
、
具
体
的
な
環
境
適
応
の
問
題
に
配
慮
し
た
ほ
う
が
よ
り
有
効
で
あ
る
。
ボ
イ
ヤ
ー
と
カ
ー
ク
パ
ト
リ
ッ
ク

は
バ
ス
の
批
判
の
延
長
上
に
、
Ｔ
Ｍ
Ｔ
で
は
生
存
の
本
能
が
死
へ
の
恐
怖
の
主
因
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
が
、
一
般
的
な
生
存
の

本
能
が
果
た
し
て
存
在
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
自
体
が
微
妙
で
あ
る
と
述
べ
る
。
彼
ら
は
、
遺
伝
子
を
伝
え
る
性
行
為
を

行
っ
た
直
後
に
死
を
成
し
遂
げ
る
生
命
体
の
存
在
や
、
生
殖
・
懐
妊
の
可
能
な
期
間
が
過
ぎ
た
後
に
人
間
の
身
体
的
な
衰
え
が
加

速
す
る
と
い
う
生
物
学
的
な
現
象
を
意
識
し
た
視
点
か
ら
、
死
の
不
安
を
宗
教
の
起
源
及
び
支
え
柱
と
し
て
捉
え
る
Ｔ
Ｍ
Ｔ
に
対

し
て
、
Ｔ
Ｍ
Ｔ
は
生
存
を
人
間
行
動
の
絶
対
目
標
と
す
る
が
、
近
年
の
進
化
生
物
学
の
研
究
に
よ
っ
て
、
人
間
の
能
力
や
行
動
の

多
く
は
自
己
生
存
で
は
な
く
遺
伝
子
伝
達
を
最
大
の
目
標
と
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
従
っ
て
、

人
は
自
ら
の
死
だ
け
で
は
な
く
、
部
分
的
に
同
じ
遺
伝
子
を
持
つ
親
族
や
子
孫
の
死
へ
の
不
安
、
ま
た
自
己
の
遺
伝
子
を
残
す
上

で
重
要
な
条
件
と
な
る
共
同
体
・
社
会
に
お
け
る
自
己
の
評
判
や
地
位
な
ど
に
対
す
る
不
安
も
抱
え
て
お
り
、
人
間
と
そ
の
宗
教

を
理
解
す
る
上
で
は
、
こ
う
し
た
不
安
も
考
慮
に
入
れ
て
説
明
す
る
べ
き
で
あ
る
と
論
じ
る 17
。
人
間
の
脳
に
は
抽
象
的
で
一
般
的

な
生
存
の
総
括
的
な
確
保
を
目
指
す
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
よ
う
な
も
の
が
な
く
、
進
化
に
よ
っ
て
発
展
し
て
き
た
心
理
的
メ
カ
ニ
ズ

ム
は
、
食
料
採
集
、
集
団
に
お
け
る
個
人
の
評
価
の
拡
大
、
他
者
と
の
連
合
形
成
、
性
的
パ
ー
ト
ナ
ー
の
獲
得
な
ど
と
い
っ
た
具

体
的
な
環
境
適
応
問
題
を
解
決
す
る
よ
う
に
機
能
し
て
お
り
、
そ
う
す
る
こ
と
で
最
終
的
に
生
存
と
生
殖
（
遺
伝
子
伝
達
）
に
繋

が
っ
て
い
る
の
で
あ
る 18
。
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し
か
し
、
カ
ー
ク
パ
ト
リ
ッ
ク
自
身
が
認
め
る
よ
う
に
、
Ｅ
Ｐ
が
唱
え
る
脳
の
モ
ジ
ュ
ー
ル
的
構
造
と
具
体
的
な
環
境
適
応
問

題
に
対
応
す
る
特
化
し
た
心
理
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
、
一
般
的
な
生
存
本
能
と
抽
象
的
な
不
死
へ
の
願
望
の
想
定
を
不
可
能
に
す
る

だ
け
に
、
Ｅ
Ｐ
に
お
い
て
死
の
不
安
を
説
明
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
彼
自
身
は
、「
死
の
不
安
」
を
一
つ
の
実
体
と
し
て
で

は
な
く
、
分
離
不
安
、
子
孫
の
世
話
が
不
可
能
に
な
る
こ
と
へ
の
不
安
、
未
知
の
も
の
へ
の
不
安
な
ど
、
複
数
の
不
安
の
集
合
と

し
て
捉
え
れ
ば
、
説
明
は
可
能
に
な
り
得
る
と
考
え
る 19
。

ボ
イ
ヤ
ー
も
ま
た
、
一
般
的
で
抽
象
的
な
死
へ
の
不
安
の
存
在
を
否
定
し
、「
死
の
不
安
」
を
よ
り
具
体
的
な
不
安
の
集
合
と

し
て
見
な
し
て
い
る
と
言
え
る
。
死
の
不
可
避
性
に
際
し
て
人
類
共
通
の
意
識
か
ら
生
じ
る
死
の
不
安
・
恐
怖
を
、
絶
え
ず
人
間

の
生
に
影
響
を
与
え
る
普
遍
的
な
心
理
的
原
動
力
と
捉
え
る
Ｔ
Ｍ
Ｔ
に
対
し
、
死
を
そ
の
よ
う
に
抽
象
的
に
一
般
的
な
現
象
と
し

て
考
え
る
人
は
少
な
く
、
そ
う
し
た
死
の
概
念
は
自
文
化
中
心
的
で
あ
る
と
批
判
す
る
。
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
る
の
は
、
多
く
の

人
が
、
一
般
的
現
象
と
し
て
の
死
よ
り
も
、
自
己
の
死
あ
る
い
は
親
族
の
死
と
い
う
具
体
的
な
死
し
か
意
識
し
な
い
こ
と
で
あ
る 21
。

さ
ら
に
ボ
イ
ヤ
ー
は
、
カ
ル
ビ
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
決
定
論
や
諸
宗
教
の
地
獄
に
関
す
る
教
え
は
、
人
の
死
の
不
安
を
解
消
す
る
ど

こ
ろ
か
そ
れ
を
増
大
さ
せ
る
効
果
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
ア
ニ
ミ
ズ
ム
に
お
い
て
人
の
魂
は
死
後
に
存
在
し
続
け
る
が
、
天
国
に

は
行
か
ず
に
不
幸
な
死
霊
か
ご
く
普
通
の
祖
先
の
霊
に
な
る
よ
う
な
例
が
あ
り
、
一
部
の
宗
教
で
は
、
霊
が
死
後
に
向
か
う
先
は

決
し
て
楽
園
的
な
場
所
で
な
く
、
不
安
の
緩
和
・
解
消
を
も
た
ら
す
よ
う
な
死
後
の
褒
賞
が
想
定
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
こ
で
ボ
イ
ヤ
ー
は
、
文
化
人
類
学
者
に
よ
る
死
の
儀
礼
の
事
例
研
究
に
つ
い
て
考
察
を
行
い
、
死
に
関
連
す
る
も
の
の
中
で

人
間
に
最
も
衝
撃
を
与
え
る
の
は
死
体
で
あ
る
と
い
う
結
論
を
導
く
。
人
間
に
は
、
植
物
の
毒
や
腐
肉
の
よ
う
な
自
然
毒
物
、
ま

た
垢
や
糞
か
ら
守
る
、
目
に
見
え
な
い
汚
染
菌
や
汚
染
物
質
に
敏
感
な
認
知
シ
ス
テ
ム
が
備
わ
っ
て
お
り
、
死
体
は
こ
の
「
伝
染

シ
ス
テ
ム
」
に
強
い
刺
激
を
与
え
る
。
ま
た
、
死
者
を
ど
う
捉
え
る
か
に
つ
い
て
認
知
に
混
乱
を
来
た
す
こ
と
も
、
死
が
人
間
に

衝
撃
を
与
え
る
も
う
一
つ
の
理
由
で
あ
る
。
脳
に
は
「
人
格 

（person

）」
と
い
う
存
在
論
的
範
疇
が
あ
り
、
人
の
顔
や
名
前
を
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認
識
、
記
憶
す
る
機
能
を
持
つ
複
数
の
シ
ス
テ
ム
が
あ
る
が
、
人
が
亡
く
な
る
と
こ
れ
ら
の
シ
ス
テ
ム
は
亡
き
人
を
し
ば
ら
く
の

間
、
生
者
、
つ
ま
り
「
人
格
」
と
し
て
扱
い
続
け
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
に
時
折
亡
き
人
が
ま
だ
生
き
て
い
る
か
の
よ
う
に
感

じ
ら
れ
る
。
だ
が
同
時
に
、
亡
き
人
は
既
に
動
か
ぬ
物
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
新
た
な
情
報
が
入
っ
て
い
る
た
め
、
そ
の
人
物
は

「
物
体
」
と
し
て
も
認
識
さ
れ
る 21
。
ボ
イ
ヤ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
認
知
的
不
和
が
他
者
の
死
に
対
す
る
悲
嘆
や
罪
悪
感
の
背
景
に

あ
る
。
そ
し
て
、
伝
染
シ
ス
テ
ム
の
働
き
と
大
き
な
認
知
的
混
乱
が
原
因
で
、
全
て
の
文
化
に
お
い
て
死
体
は
何
ら
か
の
儀
式
的

な
形
で
処
理
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
来
世
や
魂
・
霊
が
死
後
に
移
動
す
る
場
所
に
関
し
て
ア
イ
デ
ア
や
イ
メ
ー
ジ
が
漠
然
と
し
て
い

る
の
に
対
し
、
原
則
と
し
て
、
死
体
に
関
す
る
観
念
や
感
情
が
比
較
的
鮮
明
で
あ
る
の
も
こ
の
た
め
で
あ
る
と
い
う 22
。

Ｅ
Ｐ
の
中
で
、
宗
教
に
お
け
る
死
と
い
う
テ
ー
マ
を
特
に
扱
う
の
は
、
来
世
信
仰
の
認
知
的
な
特
徴
を
突
き
止
め
よ
う
と
す
る

Ｊ
・
ベ
リ
ン
グ
で
あ
る
。
彼
は
、
宗
教
的
信
念
が
人
間
の
認
知
的
傾
向
よ
り
自
然
に
生
じ
る
と
す
る
Ｅ
Ｐ
の
立
場
に
立
っ
て
、
不

死
や
来
世
へ
の
信
仰
が
自
然
で
あ
り
、
小
さ
な
子
供
に
お
い
て
も
無
意
識
に
も
現
れ
る
は
ず
で
あ
る
と
い
う
仮
説
を
立
て
、
そ
の

検
証
の
た
め
に
子
供
た
ち
の
死
者
の
捉
え
方
を
調
べ
る
実
験
を
行
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
文
化
や
社
会
の
影
響
を
比
較
的
受
け
て
い

な
い
、
つ
ま
り
魂
や
神
な
ど
の
超
自
然
的
な
存
在
の
概
念
を
学
ん
で
い
な
い
子
供
の
死
者
に
対
す
る
考
え
方
が
検
討
さ
れ
る
。
そ

れ
に
よ
る
と
、
基
本
的
に
子
供
は
死
者
に
つ
い
て
食
料
や
水
の
摂
取
と
い
っ
た
純
粋
に
肉
体
的
な
行
為
を
行
う
の
が
不
可
能
で
あ

る
が
、
そ
れ
で
も
空
腹
感
や
喉
の
渇
き
と
い
っ
た
心
理
生
物
学
的
や
知
覚
的
な
感
覚
を
持
ち
、
何
よ
り
も
感
情
・
認
識
・
欲
求
と

い
っ
た
純
粋
に
心
理
的
な
属
性
を
持
ち
続
け
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
傾
向
が
あ
る 23
。
ま
た
別
の
調
査
で
は
、
大
人
に
お
い
て
も
同

様
の
傾
向
が
見
ら
れ
た
の
み
な
ら
ず
、
意
識
の
レ
ベ
ル
で
来
世
を
信
じ
な
い
と
主
張
し
て
も
、
無
意
識
に
死
者
を
心
の
あ
る
存
在

と
し
て
捉
え
て
し
ま
う
こ
と
も
し
ば
し
ば
起
こ
り
う
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
る 24
。
故
に
ベ
リ
ン
グ
は
、
来
世
へ
の
信
仰
が
人
間
の

認
知
的
な
デ
フ
ォ
ル
ト
状
態
で
あ
り
、
自
然
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
来
世
や
不
死
を
否
定
す
る
考
え
が
反
直
感
的
で
、
認
知
的

な
努
力
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る 25
。
彼
に
よ
れ
ば
、
死
者
に
心
理
を
認
め
る
と
い
う
行
為
は
超
文
化
的
な
現
象
で
あ
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り
、
そ
う
し
た
傾
向
は
、「
心
の
理
論
」
の
認
知
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
基
づ
き
、
人
類
な
ら
で
は
の
特
徴
で
あ
る
と
い
う 26
。
こ
れ
ら

の
研
究
で
は
、
死
者
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
際
に
、
肉
体
的
な
機
能
の
消
滅
が
最
も
頻
繁
に
被
験
者
の
間
で
想
起
さ
れ
、
そ
の
次
に
多

い
の
が
視
覚
や
聴
覚
な
ど
知
覚
の
停
止
、
そ
し
て
最
も
少
な
か
っ
た
の
は
死
に
よ
る
感
情
や
思
考
の
途
絶
で
あ
っ
た
。
こ
の
認
知

的
な
バ
イ
ア
ス
は
、
感
情
や
思
考
の
消
滅
し
た
状
態
は
誰
も
経
験
し
た
こ
と
が
な
く
、
人
間
に
は
と
て
も
想
像
で
き
な
い
も
の
で

あ
る
と
い
う
認
知
的
な
制
約
の
点
か
ら
説
明
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
ベ
リ
ン
グ
の
研
究
で
は
、
不
死
や
来
世
へ
の
信
仰
は
、
あ
ら

ゆ
る
現
象
に
人
間
的
な
意
図
や
目
的
を
投
影
す
る
「
直
感
的
心
理
学
」、
あ
る
い
は
「
心
の
理
論
」
と
呼
ば
れ
る
認
知
的
メ
カ
ニ

ズ
ム
の
働
き
と
死
の
想
像
に
関
す
る
認
知
的
制
約
を
用
い
て
議
論
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
Ｅ
Ｐ
の
死
の
捉
え
方
に
つ
い
て
簡
潔
に
ま
と
め
て
お
く
と
、
前
掲
の
代
表
的
な
論
者
は
、
人
間
の
行
動
を
、
遺
伝
子
を

伝
え
る
上
で
避
け
ら
れ
な
い
具
体
的
な
環
境
適
応
問
題
の
解
決
と
い
う
生
物
学
的
な
文
脈
の
中
で
見
て
お
り
、
死
を
、
そ
の
文
脈

の
中
で
発
達
し
た
認
知
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
通
し
て
死
体
の
回
避
ま
た
は
儀
礼
的
な
処
理
と
い
う
行
動
を
引
き
起
こ
す
も
の
と
し
て

捉
え
る
。
Ｅ
Ｐ
の
努
力
は
主
と
し
て
不
死
や
来
世
信
仰
の
認
知
的
基
盤
の
説
明
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
遺
伝
子
伝
達
に
関

わ
る
課
題
や
、
性
ま
た
は
種
レ
ベ
ル
の
行
動
戦
略
に
注
目
す
る
た
め
、
死
の
不
可
避
性
や
死
に
よ
る
脅
威
を
強
調
す
る
こ
と
は
せ

ず
、
死
を
人
間
あ
る
い
は
宗
教
の
中
心
的
な
関
心
事
と
し
て
扱
う
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
。
死
に
対
す
る
不
安
・
恐
怖
と
は
、
常
に

働
く
一
般
的
で
恒
常
的
な
心
理
的
力
で
は
な
く
、
生
存
及
び
遺
伝
子
伝
達
に
関
す
る
不
安
群
の
一
部
で
あ
り
、
主
と
し
て
具
体
的

な
適
応
問
題
に
対
し
て
断
続
的
に
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。
死
に
対
す
る
人
間
の
意
識
は
必
ず
し
も
一
般
的
な
現
象
と
し
て
の
死
で

は
な
く
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
よ
り
具
体
的
な
個
人
の
死
に
向
け
ら
れ
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
中
で
も
特
に
注

目
さ
れ
る
の
が
死
体
と
死
者
に
対
す
る
認
知
的
な
反
応
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
見
解
か
ら
逸
脱
す
る
者
も
い
る
。
同
じ
く
Ｅ
Ｐ
に
基
礎
を
置
く
Ｓ
・
エ
ー
ト
ラ
ン
は
、
す
べ
て
の
社
会
に

お
い
て
見
ら
れ
る
普
遍
的
な
現
象
の
一
つ
と
し
て
、「
超
自
然
的
な
主
体
が
人
間
の
実
存
的
不
安
（
す
な
わ
ち
、
死
・
疾
病
・
災
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害
・
苦
痛
・
不
公
平
・
剥
奪
感
・
喪
失
な
ど
）
を
中
心
的
問
題
と
し
て
扱
っ
て
い
る
こ
と
」
を
挙
げ
る 27
。
そ
し
て
超
自
然
的
な
世

界
の
存
在
の
理
由
を
、
そ
れ
が
「
死
の
よ
う
な
、
避
け
ら
れ
な
い
実
存
的
な
問
題
」
の
解
決
を
提
供
す
る
と
い
う
こ
と
に
見
出
す 28
。

こ
う
し
た
個
人
の
感
情
や
精
神
的
欲
求
に
も
目
を
配
る
エ
ー
ト
ラ
ン
は
、
宗
教
の
た
め
の
自
己
犠
牲
や
死
な
ど
へ
の
不
安
に
も
注

目
し
、
ボ
イ
ヤ
ー
よ
り
も
広
い
範
囲
の
心
理
学
研
究
を
考
察
の
対
象
に
す
る
。
そ
れ
は
、
宗
教
の
情
緒
的
な
次
元
を
扱
わ
な
い
認

知
論
的
な
理
論
と
、
宗
教
者
に
と
っ
て
の
信
仰
と
実
践
の
重
要
性
を
説
明
す
る
コ
ミ
ッ
ト
型
理
論
の
和
解
を
明
確
に
志
向
し
て
お

り
、
ボ
イ
ヤ
ー
な
ど
の
進
化
心
理
学
者
の
宗
教
研
究
の
弱
点
を
補
う
こ
と
を
試
み
る 29
。
エ
ー
ト
ラ
ン
に
よ
る
と
、
宗
教
信
念
や
実

践
を
動
機
付
け
る
の
は
、
死
な
ど
の
実
存
的
な
不
安
で
あ
る
た
め
、
宗
教
の
最
も
重
要
な
機
能
は
実
存
的
な
不
安
に
関
す
る
感
情

的
な
要
求
を
満
た
す
こ
と
で
あ
る 31
。
宗
教
が
何
故
存
在
し
続
け
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
考
察
が
著
作
の
主
た
る
目
的
と
な
っ
て
お

り
、
宗
教
の
存
続
の
理
由
を
、
信
仰
に
繋
が
り
や
す
い
擬
人
化
へ
の
傾
向
、
注
意
を
引
き
つ
け
る
パ
ワ
ー
、
記
憶
の
し
や
す
さ
、

と
い
っ
た
宗
教
観
念
の
認
知
的
な
特
徴
の
み
な
ら
ず
、
宗
教
が
持
っ
て
い
る
心
理
的
な
ニ
ー
ズ
を
満
た
す
と
い
う
機
能
に
よ
っ
て

も
説
明
す
る
。

ま
た
、
Ａ
・
ノ
レ
ン
ザ
ヤ
ン
と
エ
ー
ト
ラ
ン
は
、
ほ
か
の
Ｅ
Ｐ
論
者
が
批
判
し
が
ち
な
Ｔ
Ｍ
Ｔ
の
成
果
を
自
ら
の
議
論
に
採
用

す
る
。
彼
ら
に
よ
れ
ば
、
宗
教
信
仰
の
対
象
と
な
る
存
在
は
、
最
小
限
反
直
感
的
で
、
人
の
注
意
を
よ
く
引
き
、
か
つ
記
憶
し
や

す
い
と
い
う
点
で
お
伽
噺
や
ア
ニ
メ
に
登
場
す
る
主
人
公
に
似
て
い
る
が
、
そ
れ
が
崇
拝
や
献
身
的
な
態
度
を
も
た
ら
す
理
由
は
、

死
の
回
避
を
可
能
と
す
る
世
界
を
支
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
死
の
不
安
が
解
消
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。
死
に
対
す
る
意
識
、
そ
し
て

お
そ
ら
く
不
正
義
・
苦
痛
な
ど
に
対
す
る
傷
つ
き
や
す
さ
、
孤
独
感
や
病
気
な
ど
に
対
す
る
強
力
な
不
安
も
、
宗
教
を
求
め
、
記

憶
し
、
伝
え
た
い
と
い
う
人
間
の
傾
向
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う 31
。
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四　

先
行
研
究
に
お
け
る
Ｅ
Ｐ
宗
教
論
へ
の
批
判

こ
こ
十
年
ほ
ど
の
間
、
Ｅ
Ｐ
は
人
文
社
会
学
者
や
一
般
の
読
者
に
も
十
分
理
解
で
き
る
宗
教
に
関
す
る
書
物
を
数
多
く
刊
行
し
、

認
知
科
学
・
神
経
学
・
動
物
学
な
ど
の
研
究
成
果
を
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
文
科
学
と
自
然
科
学
の
間
を
隔

て
て
き
た
溝
を
埋
め
つ
つ
あ
る
と
言
え
る
。
だ
が
そ
の
反
面
、
ま
す
ま
す
批
判
を
集
め
て
い
る
の
も
確
か
で
あ
る
。
例
え
ば
、
計

算
・
モ
ジ
ュ
ー
ル
型
と
い
う
そ
の
脳
の
捉
え
方
、
逆
設
計
法
の
使
用
（
現
代
の
身
体
の
形
態
や
構
造
か
ら
、
認
知
的
シ
ス
テ
ム
や

器
官
が
更
新
世
時
代
の
よ
う
な
遠
い
過
去
に
持
っ
て
い
た
本
来
の
用
途
や
機
能
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
試
み
）、
発
達
や
環
境
の

影
響
な
ど
が
十
分
考
慮
さ
れ
て
お
ら
ず
、
事
実
上
の
遺
伝
子
決
定
論
で
あ
る
、
と
い
う
批
判
な
ど
が
出
さ
れ
て
い
る
。
以
下
で
は
、

宗
教
論
に
直
接
関
わ
る
批
判
に
絞
っ
て
Ｅ
Ｐ
へ
の
批
判
を
取
り
上
げ
た
い
。

ま
ず
批
判
の
一
つ
に
挙
が
っ
て
い
る
の
は
、
Ｅ
Ｐ
の
自
然
選
択
と
進
化
の
捉
え
方
に
つ
い
て
で
あ
る
。
Ｅ
Ｐ
に
お
い
て
は
、
生

存
や
繁
殖
を
互
い
に
競
り
合
う
遺
伝
子
や
そ
れ
を
持
つ
個
体
の
生
存
、
ま
た
そ
の
遺
伝
子
の
人
口
に
占
め
る
頻
度
が
、
自
然
選
択

に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
る
と
見
な
さ
れ
、
遺
伝
子
な
い
し
個
体
レ
ベ
ル
で
の
競
争
と
選
択
の
み
が
認
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
生

存
や
遺
伝
子
伝
達
に
お
け
る
成
功
は
、
基
本
的
に
、
先
天
的
な
心
理
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
働
き
と
、
そ
れ
に
よ
る
行
動
、
ま
た
そ
の

メ
カ
ニ
ズ
ム
の
発
達
に
関
わ
る
遺
伝
子
に
よ
っ
て
決
ま
る
と
さ
れ
る
。
だ
が
、
人
間
行
動
生
態
学
（
Ｈ
Ｂ
Ｅ
）
に
属
す
る
進
化
論

者
は
、
個
人
の
遺
伝
子
の
み
な
ら
ず
、
個
人
が
属
す
る
集
団
全
体
の
生
存
や
特
徴
も
選
択
の
対
象
と
な
り
得
る
と
し
、
集
団
レ
ベ

ル
の
選
択
も
認
め
て
い
る
。
こ
う
し
た
マ
ル
チ
レ
ベ
ル
の
選
択
を
採
用
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
い
て
、
心
理
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
ほ

か
に
、
集
団
競
争
に
お
け
る
成
功
の
度
合
い
、
つ
ま
り
集
団
の
存
続
及
び
総
人
口
に
お
け
る
集
団
構
成
員
の
割
合
（
生
存
率
や
遺

伝
の
頻
度
）
を
決
め
る
要
因
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の
は
、
文
化
的
規
範
や
文
化
に
よ
っ
て
伝
わ
る
知
識
と
技
術
で
あ
る
。
そ
の
意

味
で
Ｅ
Ｐ
は
、
遺
伝
子
を
重
視
し
、
文
化
の
重
要
性
を
見
落
と
し
て
い
る
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
批
判
さ
れ
る
。
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例
え
ば
、
Ｐ
・
Ｊ
・
リ
チ
ェ
ル
ソ
ン
と
Ｒ
・
ボ
イ
ド
は
、
Ｅ
Ｐ
で
は
文
化
が
人
間
の
進
化
か
ら
排
除
さ
れ
、
遺
伝
子
が
唯
一
の

進
化
の
媒
体
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
が
、
進
化
と
は
遺
伝
子
と
文
化
の
双
方
を
通
し
て
行
わ
れ
る
も
の
だ
と
述
べ
る
。
Ｅ
Ｐ
は
多

く
の
情
報
を
、
遺
伝
的
に
備
わ
っ
て
い
る
認
知
的
推
量
シ
ス
テ
ム
の
作
動
に
よ
る
知
識
と
し
て
捉
え
る
あ
ま
り
、
文
化
的
伝
達
に

よ
っ
て
取
得
さ
れ
る
知
識
が
軽
視
さ
れ
る
。
こ
の
二
人
に
よ
れ
ば
、
文
化
の
大
き
な
利
点
は
、
環
境
の
変
化
に
遺
伝
子
よ
り
も

迅
速
に
対
応
し
、
生
存
や
生
殖
上
必
要
な
調
整
と
革
新
を
行
っ
て
改
善
を
蓄
積
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
ど
の
行
動
が
人

間
に
と
っ
て
適
応
的
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
豊
か
な
情
報
源
で
あ
る
た
め
、
文
化
そ
れ
自
体
は
適
応
的
で
あ
る 32
。
ま
た
Ｄ
・
Ｓ
・

ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
、
Ｅ
Ｐ
に
お
け
る
人
間
の
心
の
捉
え
方
は
一
面
的
で
、
学
習
や
発
達
を
否
定
し
て
お
り
、
文
化
的
変
化
が
常
に
進

行
中
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
認
め
て
い
な
い
と
指
摘
す
る
。
そ
こ
で
学
習
は
、
た
だ
の
予
め
指
定
さ
れ
た
脳
に
よ
る
情
報
加
工
に
、

発
達
は
、
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
の
特
定
の
段
階
に
お
け
る
モ
ジ
ュ
ー
ル
の
稼
働
開
始
な
い
し
停
止
に
、
そ
れ
ぞ
れ
還
元
さ
れ
て
し
ま

う 33
。
こ
う
し
た
論
者
の
間
で
は
、
進
化
に
は
文
化
も
関
わ
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
Ｅ
Ｐ
が
主
張
す
る
よ
う
な
ゆ
っ
く
り
と
し
た
プ
ロ

セ
ス
で
は
な
く
、
む
し
ろ
現
在
も
進
行
中
の
、
よ
り
ス
ピ
ー
ド
の
あ
る
過
程
で
あ
る
点
が
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

宗
教
に
つ
い
て
、
集
団
レ
ベ
ル
の
文
化
的
選
択
、
あ
る
い
は
よ
り
広
く
、
マ
ル
チ
レ
ベ
ル
の
選
択
を
支
持
す
る
論
者
は
、
宗
教

団
体
の
禁
欲
な
ど
に
関
す
る
道
徳
的
な
規
範
、
生
殖
や
育
児
に
関
す
る
価
値
観
、
結
束
の
度
合
い
や
成
員
同
士
の
物
質
的
・
精

神
的
な
サ
ポ
ー
ト
の
有
無
と
程
度
に
注
目
し
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
構
成
員
の
健
康
ケ
ア
や
生
活
の
質
が
決
ま
り
、
構
成
員
の
健
康

と
寿
命
、
死
亡
率
や
出
生
率
に
影
響
が
及
ぼ
さ
れ
る
と
考
え
る
。
例
え
ば
リ
チ
ェ
ル
ソ
ン
と
ボ
イ
ド
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ア

ナ
バ
プ
テ
ィ
ス
ト
の
事
例
を
取
り
上
げ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
ア
ナ
バ
プ
テ
ィ
ス
ト
諸
派
の
間
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
ほ
か
の
集
団

と
は
対
照
的
に
、
近
代
化
や
経
済
発
達
に
も
か
か
わ
ら
ず
出
生
率
が
低
下
せ
ず
、
人
口
が
増
え
続
け
て
い
る
。
そ
の
原
因
は
、
こ

れ
ら
の
団
体
が
現
在
ほ
か
に
は
見
ら
れ
な
い
価
値
観
や
宗
教
的
規
範
を
持
っ
て
お
り
、
富
や
快
適
さ
を
拒
絶
す
る
質
素
な
生
活
様

式
と
大
勢
の
子
孫
を
積
極
的
に
歓
迎
す
る
姿
勢
を
貫
い
て
き
た
こ
と
に
あ
る
と
い
う 34
。
ま
た
前
掲
の
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
、
宗
教
改
革
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時
代
の
カ
ル
ビ
ニ
ズ
ム
な
ど
の
例
を
挙
げ
な
が
ら
、
人
口
・
集
団
レ
ベ
ル
で
の
選
択
と
宗
教
の
適
応
性
を
支
持
す
る
議
論
を
展
開

す
る
。
そ
の
時
代
の
カ
ル
ビ
ニ
ズ
ム
は
、
教
団
の
団
結
を
強
く
推
進
す
る
規
範
と
、
団
体
内
の
搾
取
や
詐
欺
を
徹
底
的
に
排
除
し
、

平
等
主
義
や
公
正
を
厳
守
す
る
監
視
・
処
罰
の
厳
格
な
組
織
体
制
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
時
の
厳
し
い
混
乱
を
乗
り
越
え
、

集
団
の
存
続
と
更
な
る
発
展
を
成
し
遂
げ
た 35
。
さ
ら
に
Ｍ
・
Ｊ
・
ロ
サ
ノ
は
、
宗
教
を
社
会
的
な
領
域
の
超
自
然
的
な
世
界
へ
の

拡
張
と
し
て
捉
え
、
関
係
性
を
宗
教
の
中
心
的
な
特
徴
と
し
て
見
な
し
て
お
り
、
宗
教
は
人
類
最
初
の
健
康
保
険
制
度
で
あ
る
と

論
じ
る
。
医
学
が
存
在
し
な
い
時
代
、
宗
教
団
体
は
世
俗
的
な
グ
ル
ー
プ
よ
り
も
強
い
団
結
と
社
会
的
な
サ
ポ
ー
ト
を
持
っ
て
い

た
た
め
、
そ
の
団
員
は
精
神
的
ケ
ア
や
プ
ラ
シ
ー
ボ
効
果
を
通
じ
て
よ
り
良
い
精
神
的
、
肉
体
的
健
康
を
保
ち
、
生
存
と
遺
伝
子

伝
達
の
点
で
有
利
な
環
境
に
あ
っ
た
と
い
う 36
。

こ
う
し
た
、
宗
教
を
集
団
に
生
存
と
生
殖
上
の
利
益
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
適
応
的
と
見
な
す
見
解
に
対
し
、
Ｅ
Ｐ
論
者
は

幾
つ
か
の
問
題
点
を
挙
げ
て
反
論
す
る
。
彼
ら
が
指
摘
す
る
の
は
、
集
団
な
い
し
そ
の
規
範
の
境
界
線
が
特
定
し
く
い
こ
と
、
宗

教
者
が
現
実
世
界
に
対
す
る
誤
っ
た
認
識
を
持
つ
こ
と
や
資
産
を
教
団
に
譲
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
存
と
遺
伝
子
伝
達
の
確
保
の
観

点
か
ら
大
き
な
コ
ス
ト
も
被
る
こ
と
も
あ
る
こ
と
、
性
的
行
為
・
妻
帯
を
完
全
に
禁
ず
る
、
あ
る
い
は
抑
制
す
る
規
範
や
宗
教
的

な
動
機
に
よ
る
自
殺
と
い
っ
た
不
適
応
的
な
価
値
観
と
行
動
を
ど
う
説
明
す
る
か
、
と
い
っ
た
点
で
あ
る 37
。

Ｅ
Ｐ
の
宗
教
論
は
、
そ
れ
が
個
人
の
経
験
や
動
機
付
け
を
軽
視
す
る
と
い
う
点
か
ら
も
批
判
を
受
け
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
Ｒ
・

Ａ
・
ハ
イ
ン
ド
は
、
影
響
力
の
あ
る
ボ
イ
ヤ
ー
の
宗
教
説
で
は
、
超
自
然
的
な
主
体
の
観
念
に
つ
い
て
論
じ
る
際
に
、
そ
れ
が
最

小
限
に
反
直
感
的
で
あ
り
、
記
憶
す
る
の
に
最
適
で
あ
る
と
い
う
認
知
的
属
性
が
強
調
さ
れ
る
が
、
超
自
然
的
な
存
在
に
人
間
の

欲
求
を
満
た
す
と
い
う
特
徴
が
あ
る
こ
と
を
軽
視
す
べ
き
で
な
い
と
指
摘
す
る
。
宗
教
が
、
ほ
か
の
方
法
で
説
明
の
付
か
な
い
事

柄
の
因
果
関
係
を
説
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
の
知
識
欲
を
満
た
し
、
死
の
不
安
や
孤
独
感
を
も
緩
和
す
る
こ
と
は
、
た
と
え

ボ
イ
ヤ
ー
が
主
張
す
る
よ
う
に
そ
の
事
実
の
み
で
宗
教
全
体
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
も
、
依
然
と
し
て
人
に
と
っ
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て
強
力
な
動
機
付
け
と
な
り
、
多
く
の
宗
教
者
の
精
神
生
活
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
点
は
考
慮
さ
れ
る
必

要
が
あ
る
と
い
う
。
認
知
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
関
し
て
は
、
宗
教
を
理
解
す
る
に
は
そ
の
有
機
体
的
な
性
質
や
多
面
性
と
複
雑
性
を

捉
え
る
必
要
を
主
張
し
て
お
り
、
個
人
に
お
け
る
生
物
学
的
・
心
理
学
的
な
プ
ロ
セ
ス
、
個
人
の
行
動
、
個
人
と
個
人
の
一
時
的

交
流
、
個
人
と
他
者
と
の
長
期
的
関
係
、
集
団
、
社
会
と
い
う
す
べ
て
の
レ
ベ
ル
の
間
の
相
互
作
用
、
ま
た
各
レ
ベ
ル
と
そ
の
物

理
的
環
境
と
文
化
的
構
造
と
の
相
互
作
用
に
目
を
配
る
べ
き
だ
と
し
て
い
る 38
。

ま
た
Ａ
・
Ｒ
・
フ
ラ
ー
は
、
認
知
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
宗
教
研
究
で
は
、
宗
教
者
が
一
人
称
で
書
い
た
書
物
を
取
り
上

げ
ら
れ
ず
、
疑
問
や
内
的
衝
突
を
含
め
た
具
体
的
な
信
者
の
宗
教
経
験
が
扱
わ
れ
な
い
た
め
、
不
当
に
宗
教
の
領
域
が
狭
ま
っ
て

い
る
点
を
指
摘
し
、
ボ
イ
ヤ
ー
な
ど
の
宗
教
研
究
を
、
三
人
称
の
立
場
に
よ
る
外
か
ら
の
考
察
と
位
置
付
け
る 39
。

五　

本
稿
に
お
け
る
評
価

Ｅ
Ｐ
は
宗
教
観
念
や
儀
礼
、
聖
職
者
階
級
の
形
成
や
役
割
な
ど
幅
広
い
現
象
の
究
明
を
目
指
し
、
実
際
に
一
般
的
な
宗
教
の
総

括
的
な
説
明
、
そ
し
て
宗
教
全
般
の
理
論
を
提
供
し
て
い
る
。
本
稿
が
こ
こ
ま
で
取
り
上
げ
た
、
Ｅ
Ｐ
の
宗
教
全
般
の
捉
え
方

と
死
に
対
す
る
宗
教
信
仰
の
認
知
的
性
質
に
関
し
て
、
宗
教
観
念
に
お
け
る
認
知
的
な
特
徴
の
理
解
は
説
得
的
で
あ
る
と
言
え
る
。

ま
た
、
宗
教
信
仰
の
成
立
、
維
持
、
伝
達
に
お
け
る
認
知
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
働
き
に
関
す
る
Ｅ
Ｐ
の
研
究
成
果
は
、
従
来
の
宗

教
研
究
に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
が
比
較
的
少
な
か
っ
た
宗
教
の
一
側
面
に
関
し
て
、
刺
激
的
で
示
唆
に
富
む
議
論
を
提
示

し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
Ｅ
Ｐ
は
、
性
的
相
手
の
選
択
に
関
す
る
嗜
好
、
子
孫
や
育
児
に
対
す
る
態
度
な
ど
、
伝
統
的
に
進
化
論

の
関
心
の
対
象
と
な
る
テ
ー
マ
の
み
な
ら
ず
、
宗
教
信
仰
の
認
知
的
特
徴
や
そ
れ
に
伴
う
行
動
に
つ
い
て
超
文
化
的
な
実
証
的
研

究
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
主
張
や
予
測
を
経
験
的
に
も
確
か
め
る 41
。
そ
し
て
、
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
異
な
る
文
化
圏
の
様
々
な
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宗
教
の
事
例
や
ア
フ
リ
カ
・
中
東
な
ど
で
行
わ
れ
た
認
知
調
査
の
結
果
を
挙
げ
つ
つ
、
宗
教
の
多
様
性
を
意
識
し
な
が
ら
議
論
を

展
開
す
る
。
ボ
イ
ヤ
ー
、
エ
ー
ト
ラ
ン
、
カ
ー
ク
パ
ト
リ
ッ
ク
な
ど
の
論
者
は
多
彩
な
学
際
的
知
識
を
持
ち
合
わ
せ
、
生
物
学
に

も
精
通
す
る
認
知
科
学
者
・
心
理
学
者
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
宗
教
及
び
宗
教
理
論
に
つ
い
て
驚
く
ほ
ど
の
学
識
が
前
提
と
な
っ

て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
く
つ
か
問
題
点
を
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
、
以
下
で
は
、
先
行
研
究
に
お
け
る
批
判
を
受
け

継
ぎ
つ
つ
、
Ｅ
Ｐ
の
宗
教
概
念
と
死
の
捉
え
方
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

ま
ず
Ｅ
Ｐ
の
宗
教
概
念
に
関
し
て
だ
が
、
一
部
の
宗
教
、
具
体
的
に
は
、
体
系
的
な
宗
教
思
想
、
つ
ま
り
認
知
学
的
に
言
え

ば
、
宗
教
観
念
に
お
け
る
（
神
は
空
間
や
時
間
な
ど
、
物
理
的
な
法
則
に
縛
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
よ
う
な
）
反
直
感
的
な
部
分

を
我
々
の
自
然
法
則
や
人
格
に
関
す
る
直
感
的
な
予
想
と
意
識
的
に
和
解
さ
せ
る
、
ま
た
は
直
感
的
な
部
分
を
積
極
的
に
排
除
し

よ
う
と
す
る
神
学
者
や
哲
学
者
の
宗
教
を
、
こ
の
理
論
に
よ
っ
て
十
分
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
か
否
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
ボ
イ

ヤ
ー
、
ト
レ
ム
リ
ン
な
ど
の
進
化
心
理
学
者
に
よ
る
と
、
大
方
の
信
者
は
教
理
的
な
問
題
や
宗
教
が
呼
び
起
こ
す
疑
問
に
対
し
て

徹
底
的
に
、
論
理
的
に
考
え
よ
う
と
は
せ
ず
、
抽
象
的
な
議
論
や
体
系
的
な
教
義
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
特
定
の
状
況
や
問
題
を

対
象
に
す
る
信
仰
を
受
け
入
れ
る
、
あ
る
い
は
作
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
の
見
方
は
Ｊ
・
Ｌ
・
バ
レ
ッ
ト
の
神
観
念
に
関
す
る
実

証
研
究
に
大
き
く
基
づ
い
て
お
り
、
こ
の
研
究
は
、
教
義
の
内
容
を
理
論
と
し
て
話
す
際
、
神
は
時
空
を
超
え
る
存
在
で
あ
る
と

か
、
神
の
属
性
に
つ
い
て
神
学
的
に
正
し
い
信
仰
を
述
べ
る
被
験
者
で
あ
っ
て
も
、
神
が
関
わ
る
具
体
的
事
象
に
つ
い
て
語
る
場

合
に
は
、
無
意
識
に
神
を
物
理
的
な
法
則
に
縛
ら
れ
た
存
在
と
し
て
、
正
式
な
教
義
に
反
す
る
形
で
表
象
す
る
と
い
う
結
果
を
示

し
た 41
。
こ
れ
を
受
け
て
Ｅ
Ｐ
論
者
は
、
認
知
論
的
な
立
場
に
立
っ
て
、
神
学
者
の
宗
教
を
、
反
直
感
的
な
要
素
を
極
端
に
多
く
含

み
、
故
に
一
般
的
に
理
解
し
習
得
す
る
の
が
困
難
で
、
特
別
な
教
育
や
訓
練
を
要
す
る
も
の
と
し
て
説
明
す
る 42
。
だ
が
、
そ
れ
は

あ
く
ま
で
描
写
的
な
も
の
に
留
ま
り
、
何
故
そ
う
し
た
宗
教
を
考
え
る
人
が
い
る
か
に
関
し
て
は
あ
ま
り
触
れ
ら
れ
な
い
。
こ
れ

に
は
、
認
知
論
に
お
い
て
は
、
個
人
の
経
験
や
宗
教
者
が
置
か
れ
た
具
体
的
な
社
会
的
環
境
が
考
慮
さ
れ
な
い
た
め
に
、
信
仰
に
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お
け
る
個
人
差
が
説
明
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
。
だ
が
問
題
点
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
Ｅ
・
Ｔ
・
ロ
ー
ソ
ン
は
、

「
時
々
、
神
学
は
背
後
の
雑
音
し
か
提
供
し
な
い
よ
う
に
見
え
る
」
と
述
べ
た
後
、「
こ
れ
が
宗
教
体
系
に
お
け
る
神
学
の
位
置
付

け
と
し
て
無
用
に
厳
し
い
発
言
だ
と
し
て
も
、
神
学
概
念
は
宗
教
観
念
あ
る
い
は
そ
の
観
念
に
お
け
る
実
践
の
原
動
力
に
は
な
っ

て
い
な
い
し
、
神
学
は
宗
教
伝
統
の
成
長
や
衰
退
に
お
い
て
何
の
重
要
な
役
割
も
果
た
し
て
い
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
」
と

主
張
す
る
。
こ
の
一
見
軽
率
な
発
言
が
示
す
よ
う
に
、
一
部
の
進
化
心
理
学
者
に
は
、
体
系
的
な
宗
教
思
想
、
ま
た
哲
学
の
重
要

性
や
そ
の
歴
史
的
な
役
割
に
対
す
る
意
識
が
不
足
し
て
お
り
、
自
ら
の
理
論
に
う
ま
く
符
号
し
な
い
宗
教
事
象
を
軽
視
し
、
あ
る

い
は
排
除
さ
え
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
と
言
え
る 43
。

ま
た
、
エ
ー
ト
ラ
ン
が
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
概
し
て
言
え
ば
、
認
知
科
学
は
人
間
の
行
動
の
動
機
と
い
う
も
の
に
あ
ま
り
注

目
し
な
い 44
。
ま
さ
に
そ
の
通
り
、
ボ
イ
ヤ
ー
、
バ
ス
、
ピ
ン
カ
ー
な
ど
の
進
化
心
理
学
者
は
、
人
間
の
行
動
や
信
念
（
従
っ
て
、

宗
教
実
践
と
信
仰
）
が
意
味
追
求
や
不
安
・
欲
求
な
ど
の
感
情
に
よ
っ
て
も
形
成
さ
れ
る
こ
と
を
無
視
す
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ

る
。
Ｅ
Ｐ
に
お
け
る
認
知
学
者
の
多
く
は
、
生
物
学
や
神
経
学
に
目
を
向
け
る
が
、
動
機
付
け
論
や
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
心
理
学
は

そ
の
視
野
に
入
ら
な
い
傾
向
が
あ
る
。
宗
教
の
検
討
を
行
う
に
当
た
っ
て
、
精
神
セ
ラ
ピ
ー
な
い
し
緩
和
ケ
ア
や
悲
嘆
な
ど
に
関

す
る
研
究
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
人
生
の
意
義
に
関
す
る
悩
み
や
死
に
対
す
る
関
心
や
不
安
な
ど
か
ら
来
る
影
響
が
、
多
く
の

宗
教
者
の
精
神
生
活
と
実
践
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と
を
よ
り
実
感
す
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
死
の
不
安

論
・
意
味
論
・
精
神
分
析
な
ど
、
認
知
論
以
外
の
心
理
学
の
理
論
や
文
献
に
は
特
に
注
意
が
向
い
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
Ｅ
Ｐ

の
文
献
で
は
、
人
と
い
う
の
は
普
段
人
生
の
意
義
や
死
の
よ
う
な
抽
象
的
な
問
題
を
深
く
考
え
る
こ
と
な
く
、
考
え
る
人
が
た
と

え
い
る
と
し
て
も
そ
れ
は
少
な
い
知
的
な
エ
リ
ー
ト
に
限
ら
れ
る
た
め
、
そ
れ
を
あ
え
て
議
論
の
対
象
と
す
る
必
要
は
な
い
と
い

う
よ
う
な
姿
勢
が
散
見
さ
れ
る 45
。
こ
の
よ
う
に
Ｅ
Ｐ
の
宗
教
観
で
は
、
抽
象
的
及
び
体
系
的
な
宗
教
思
想
が
認
知
的
に
不
自
然
な

も
の
と
し
て
扱
わ
れ
、
そ
れ
は
死
に
関
す
る
思
想
を
見
逃
す
こ
と
に
も
繋
が
っ
て
い
る
。



イーリャ・ムスリン

近年の宗教理論における死と宗教

179

と
は
い
え
、
宗
教
に
お
け
る
人
間
の
感
情
や
欲
求
、
経
験
の
意
味
や
役
割
に
つ
い
て
の
考
察
が
欠
け
る
傾
向
を
、
Ｅ
Ｐ
の
す
べ

て
の
宗
教
研
究
者
が
抱
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
ボ
イ
ヤ
ー
と
比
べ
て
理
論
の
独
自
性
を
欠
く
と
は
い
え
、
前
掲
の

ハ
イ
ン
ド
や
エ
ー
ト
ラ
ン
は
、
伝
統
的
な
心
理
学
の
成
果
を
ボ
イ
ヤ
ー
よ
り
も
は
る
か
に
意
識
し
、
そ
れ
を
含
め
た
、
よ
り
包
括

的
な
宗
教
論
を
提
示
し
て
い
る 46
。
ま
た
、
ボ
イ
ヤ
ー
は
そ
の
代
表
的
な
著
作
で
、
も
し
宗
教
信
仰
が
極
め
て
自
然
な
も
の
で
、
人

間
に
は
そ
れ
に
対
す
る
認
知
的
な
親
和
性
が
（
ほ
ぼ
）
先
天
的
に
備
わ
っ
て
い
る
な
ら
、
ど
う
し
て
無
宗
教
の
人
間
が
存
在
し
、

あ
る
い
は
ど
の
よ
う
に
そ
の
認
知
的
な
傾
向
が
抑
え
ら
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
に
言
及
し
つ
つ
も
、
そ
の
答
え
を
提
示
す
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。
だ
が
後
に
バ
レ
ッ
ト
は
こ
の
問
題
に
対
し
て
検
討
を
行
い
、
自
己
の
信
仰
へ
の
傾
向
を
排
除
す
る
た
め
の
認
知
的

な
戦
略
以
外
に
、
無
神
論
を
生
み
出
す
も
の
と
し
て
（
社
会
学
が
扱
う
）
都
市
化
、
産
業
化
及
び
教
育
を
指
摘
し
た 47
。
こ
の
よ
う

に
エ
ー
ト
ラ
ン
と
と
も
に
バ
レ
ッ
ト
の
例
は
、
進
化
心
理
学
の
宗
教
論
が
他
理
論
と
の
融
合
に
よ
っ
て
開
く
新
た
な
可
能
性
を
示

唆
す
る
。

六　

結
論

ボ
イ
ヤ
ー
の
、
文
化
人
類
学
の
研
究
成
果
を
意
識
し
た
死
体
に
対
す
る
反
応
や
悲
嘆
の
認
知
的
な
説
明
は
、
死
体
の
処
理
や
死

の
儀
礼
、
ま
た
は
清
い
・
汚
い
に
対
す
る
信
仰
や
タ
ブ
ー
を
理
解
す
る
上
で
重
要
な
手
が
か
り
を
提
供
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
肉
霊
二
元
論
や
魂
の
存
在
と
死
後
の
生
き
残
り
へ
の
信
仰
に
繋
が
る
人
間
の
（
ほ
ぼ
）
先
天
的
な
認
知
的
傾
向
に
つ
い
て

の
調
査
も
、
不
死
や
来
世
へ
の
信
仰
の
理
解
に
貴
重
な
材
料
を
提
示
し
て
お
り
、
多
く
の
可
能
性
を
感
じ
さ
せ
る
。
し
か
し
、
前

述
の
よ
う
に
、
こ
う
し
た
信
仰
の
背
景
に
あ
る
感
情
的
動
機
や
個
人
的
な
経
験
、
及
び
文
化
的
・
歴
史
的
文
脈
が
あ
ま
り
考
慮
さ

れ
な
い
た
め
、
個
人
や
社
会
に
お
け
る
死
の
意
識
な
い
し
不
安
と
宗
教
と
の
関
係
は
説
明
さ
れ
な
い
。
故
に
、
進
化
心
理
学
の
ア
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プ
ロ
ー
チ
が
、
悲
嘆
及
び
死
に
関
す
る
宗
教
儀
礼
や
来
世
へ
の
信
仰
の
一
面
を
説
明
し
う
る
と
は
い
え
、
死
の
不
安
の
多
面
性
や

死
の
具
体
的
な
人
間
の
生
き
方
へ
の
影
響
、
ま
た
死
に
つ
い
て
の
宗
教
思
想
な
ど
を
十
分
視
野
に
入
れ
て
お
ら
ず
、
宗
教
に
お
け

る
死
の
位
置
や
機
能
に
つ
い
て
の
説
明
と
し
て
は
、
全
体
的
に
ま
だ
不
十
分
で
あ
る
と
言
え
る
。

進
化
論
的
・
認
知
論
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
も
ち
ろ
ん
、
ヒ
ト
と
い
う
種
レ
ベ
ル
で
の
宗
教
の
説
明
に
関
心
を
置
く
た
め
、
性

格
、
感
情
、
職
業
、
階
級
所
属
、
年
齢
な
ど
の
要
因
に
よ
る
宗
教
観
や
死
生
観
の
差
異
は
対
象
に
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
ア
プ

ロ
ー
チ
の
内
在
的
な
限
界
で
あ
る
と
も
言
え
、
あ
る
意
味
、
Ｅ
Ｐ
論
者
か
ら
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
要
因
の
説
明
は
そ
も
そ
も
念
頭

に
置
い
て
お
ら
ず
、
そ
の
種
の
批
判
は
不
本
意
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
こ
の
理
論
に
基
づ
い
た
宗
教
に
つ

い
て
の
著
作
の
テ
ー
マ
、
対
象
範
囲
、
主
張
、
そ
し
て
従
来
の
宗
教
研
究
に
対
す
る
批
判
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
覆
す
よ
う

な
新
た
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
や
視
点
を
導
入
し
、
新
た
な
発
見
を
通
し
て
、
宗
教
全
体
の
よ
り
説
得
的
な
説
明
を
目
指
す
姿
勢
が
覗
え

る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
宗
教
全
般
の
、
そ
し
て
宗
教
に
お
け
る
死
の
意
味
や
役
割
に
つ
い
て
の
よ
り
徹
底
的
な
説
明
の
た
め
に

は
、
こ
こ
で
挙
げ
た
内
在
的
な
限
界
を
克
服
す
る
こ
と
は
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
エ
ー
ト
ラ
ン
が
行
う
よ
う
な
他
理
論

と
の
融
合
が
一
つ
の
有
効
な
手
段
で
あ
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
そ
の
融
合
は
今
ま
で
よ
り
も
積
極
的
で
広
範
囲
な
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

■ 

註
1 

T
ooby J. and L. C

osm
ides, O

n the U
niversality of H

um
an N

ature and the U
niqueness of the Individual: T

he R
ole of G

enetics and 

A
daptation, Journal of P

ersonality , 1990, 58(1), p.22.



イーリャ・ムスリン

近年の宗教理論における死と宗教

181

2 
C

osm
ides L, and J. T

ooby, E
volutionary P

sychology and the G
eneration of C

ulture P
art I: T

heoretical C
onsidearations, E

thology and 

B
iology , 1989, 10(1), p.46.

3 
T

ooby, J. and L. C
osm

ides, Introduction: E
volutionary P

sychology. In B
arkow

, J.H
., L. C

osm
ides and J. T

ooby (eds.), T
he A

dapted 

M
ind: E

volutionary P
sychology and the G

eneration of C
ulture , N

ew
 Y

ork: O
xford U

niversity P
ress, 1992a, p.4.

4 
C

osm
ides and Tooby, op.cit., 1989; Tooby and C

osm
ides, op.cit 1990

及
びTooby, J. and L. C

osm
ides, T

he Psychological Foundations 

of C
ulture. In B

arkow
, J.H

., L. C
osm

ides and J. T
ooby (eds.), T

he A
dapted M

ind: E
volutionary P

sychology and the G
eneration of C

ulture , 

N
ew

 Y
ork: O

xford U
niversity P

ress, 1992b, pp.19-136.

5 
B

oyer, P
., R

eligion E
xplained: T

he E
volutionary O

rigins of R
eligious T

hought , N
ew

 Y
ork: B

asic B
ooks, 2001; A

tran, S., In G
ods W

e T
rust: 

T
he E

volutionary L
andscape of R

eligion , N
ew

 Y
ork: O

xford U
niversity P

ress, 2002

な
ど
。

6 
C

osm
ides and T

ooby, op.cit., 1990

及
びT

ooby, J. and L. C
osm

ides, op.cit., 1992b

ま
た
はP

inker, S., T
he B

lank Slate: T
he M

odern 

D
enial of H

um
an N

ature , N
ew

 Y
ork: P

enguin B
ooks 2002.

7 
T

ooby and C
osm

ides, op.cit., 1989

な
ど
。

8 

例
え
ば
、
二
〇
〇
一
年
の
著
作
で
Ｐ
・
ボ
イ
ヤ
ー
は
、
認
知
心
理
学
、
言
語
学
、
文
化
人
類
学
、
進
化
生
物
学
の
最
新
研
究
の
成
果
を

生
か
し
な
が
ら
進
化
心
理
学
的
な
宗
教
論
を
展
開
し
、
宗
教
信
念
と
実
践
の
多
様
性
は
非
常
に
大
き
い
と
は
い
え
、
宗
教
全
体
の
説
明

は
人
間
の
脳
の
働
き
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
し
得
る
と
述
べ
る
（B

oyer, op.cit., 2001

）。

9 
T

ooby and C
osm

ides, op.cit., 1992b.

11 
B

oyer, P
., C

ognitive A
spects of R

eligious Sym
bolism

. In B
oyer, P

. (ed.) C
ognitive A

spects of R
eligious Sym

bolism
, C

am
bridge: 

C
am

bridge U
niversity P

ress, 1993, pp.4-47. 

ボ
イ
ヤ
ー
は
、
文
化
人
類
学
の
研
究
対
象
が
社
会
構
造
や
民
族
あ
る
い
は
部
族
の
宗
教
な

ど
と
い
っ
た
マ
ク
ロ
現
象
に
集
中
し
、
マ
ク
ロ
現
象
と
個
人
の
認
知
・
感
情
・
行
動
な
ど
の
ミ
ク
ロ
現
象
の
間
の
関
係
が
扱
わ
れ
な
い

と
も
指
摘
す
る
（B

oyer, op.cit., 1993

）。
ま
た
、
同
一
の
文
化
的
パ
タ
ー
ン
の
多
発
・
再
発
の
説
明
の
問
題
に
つ
い
て
、
可
能
性
と
確

率
の
問
題
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
文
化
人
類
学
が
方
法
と
し
て
統
計
学
的
な
研
究
を
行
わ
な
い
こ
と
を
批
判
す
る
（B

oyer, P
., T

he 

N
aturalness of R

eligious Ideas , B
erkeley: U

niversity of C
alifornia P

ress, 1994)

。



死生学研究 17 号

182

11 
B

oyer, op.cit., 2001; A
tran, op.cit., 2002; B

arrett, J. L., W
hy W

ould A
nyone B

elieve in G
od?  W

alnut C
reek: A

ltaM
ira P

ress, 2004; 

T
rem

lin, T
., M

inds and G
ods: T

he C
ognitive F

oundations of R
eligion , O

xford: O
xford U

niversity P
ress, 2006

な
ど
。

12 
A

tran, S. and A
. N

orenzayan, “R
eligion’s E

volutionary Landscape: C
ounterintuition, C

om
m

itm
ent, C

om
passion, C

om
m

union,” 

B
ehavioral and B

rain Sciences , 27, 2004, p.713.

13 
B

oyer, op.cit., 2001; A
tran, op.cit., 2002, B

arrett, op.cit., 2004

な
ど
。

14 
A

tran, op.cit., 2002; B
oyer, P

., R
eligious T

hought and B
ehavior as B

y-P
roducts of B

rain Function, “T
rends in C

ognitive Sciences , 7(3), 

2003, pp.119-124; T
rem

lin, op.cit.; K
irkpatrick, L. A

., R
eligion is N

ot an A
daptation. In P

. M
cN

am
ara (ed.), W

here G
od and Science 

M
eet V

ol. 1: E
volution, G

enes and the R
eligious B

rain , W
estport: P

raeger, 2006

な
ど
。

15 

例
え
ば
、A

tran, op.cit., 2002, p.15

及
び B

oyer, op.cit., 2001, p.320

参
照
。

16 

例
え
ば
、K

irkpatrick, op.cit., 2006, pp.161-162 

及
びB

arrett, op.cit., 2004, p.21

参
照
。

17 
B

oyer, op.cit., 2001; K
irkpatrick, op.cit., 2006.

18 
K

irkpatrick, op.cit., 2005, pp.228-229.

19 
K

irkpatrick, L.A
., T

ow
ard an E

volutionary P
sychology of R

eligion and P
ersonality, Journal of P

ersonality and Social P
sychology , 67(6), 

1999, pp.921-951 (pp.941-942

参
照)
。

21 
B

oyer, op.cit., 2001, pp.205-206.

21 

ボ
イ
ヤ
ー
、
エ
ー
ト
ラ
ン
な
ど
に
よ
る
と
、
人
間
は
知
覚
す
る
現
実
に
関
す
る
全
て
の
情
報
を
先
天
的
あ
る
い
は
脳
の
発
達
に
お
い
て

生
後
数
か
月
と
い
う
極
め
て
早
い
段
階
で
成
立
す
る
存
在
的
範
疇
（ontological category

）
と
い
う
い
く
つ
か
の
認
知
的
な
分
類
に
分
け

る
。
具
体
的
に
は
、
範
疇
と
は
「
物
体
」、「
道
具
」、「
番
号
」、「
植
物
」、「
動
物
」、「
人
格
」（
人
格
を
持
つ
者
と
い
う
意
、
つ
ま
り
人

間
、
霊
魂
、
霊
、
幽
霊
、
神
な
ど
）
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
範
疇
に
は
そ
の
属
性
あ
る
い
は
特
徴
が
あ
る
。
例
え
ば
、「
物
体
」
の
属
性
・

特
徴
は
力
を
加
え
ら
れ
た
時
に
移
動
す
る
こ
と
、
お
の
ず
か
ら
は
動
か
な
い
、
ま
た
は
方
向
を
変
え
な
い
こ
と
、
ほ
か
の
物
体
か
生
き

物
に
接
触
を
さ
れ
な
い
限
り
、
急
に
止
ま
ら
な
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と
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落
と
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れ
た
時
に
障
害
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け
れ
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に
落
ち
る
こ
と
、
息
を
吸
わ
な

い
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
そ
し
て
、
全
て
の
人
間
は
こ
れ
ら
の
属
性
・
特
徴
に
基
づ
い
て
現
実
に
関
す
る
判
断
を
し
た
り
、
無
意
識
に
期
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待
を
抱
い
た
り
、
物
事
を
予
測
・
予
想
し
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
予
想
や
予
測
を
ボ
イ
ヤ
ー
等
は
総
称
と
し
て
直
感
的
予

想
（intuitive expectations

）
と
称
し
、
そ
の
対
象
ご
と
に
、
直
感
的
物
理
学
、
直
感
的
生
物
学
、
直
感
的
心
理
学
と
分
け
て
い
る
。
ま

た
、
直
感
的
予
想
に
反
す
る
物
や
概
念
の
属
性
を
反
直
感
的
（counterintuitive

）、
予
想
に
沿
っ
た
属
性
を
直
感
的
（intuitive

）
と
そ

れ
ぞ
れ
呼
ぶ
。
ボ
イ
ヤ
ー
、
エ
ー
ト
ラ
ン
な
ど
に
よ
れ
ば
、
霊
魂
や
神
な
ど
と
い
っ
た
霊
的
存
在
か
ら
呪
術
、
テ
レ
パ
シ
ー
や
テ
レ
キ

ネ
シ
ス
（
念
動
）
な
ど
、
す
べ
て
の
宗
教
観
念
の
共
通
点
は
存
在
論
的
範
疇
を
部
分
的
に
侵
害
し
、
直
感
的
な
予
想
に
い
さ
さ
か
反
す

る
、
つ
ま
り
、
最
小
限
反
直
感
的
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
例
え
ば
、
幽
霊
の
観
念
は
「
人
格
」
の
範
疇
に
入
る
が
、
そ
の
範
疇
関

連
の
直
感
的
な
予
想
で
は
、
人
間
・
動
物
な
ど
人
格
を
持
つ
存
在
は
肉
体
が
あ
る
た
め
、
物
理
的
な
障
害
物
に
当
た
っ
た
時
に
い
っ
た

ん
動
き
を
止
め
る
、
そ
し
て
、
怪
我
も
す
る
は
ず
だ
が
、
幽
霊
は
体
を
持
た
ず
、
壁
に
当
た
っ
た
時
に
止
ま
る
ど
こ
ろ
か
壁
を
無
造
作

に
通
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る
。
そ
う
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は
我
々
の
人
格
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物
理
学
的
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物
学
的
予
想
を
破
る
。
し
か
し
、
人
間
の
よ
う
な
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考
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力
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な
ど
、
ほ
か
の
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く
の
点
で
は
我
々
の
直
感
的
な
予
想
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反
し
な
い
。
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と
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文
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害
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常
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憶
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Evolutionary psychology (EP) has become a major force in the study of religion 

in the past decade and has, through a series of books intended for broader public, 

started to shape the public perception of religion and science outside the academia. 

This paper examines how evolutionary psychologists perceive religion as a whole 

and particularly how they approach the issue of death in their study of religion. The 

paper concludes that EP offers valuable insights into the cognitive basis of belief 

in the afterlife and death-related rituals, but that it tends to neglect the emotional 

aspect of death in religion, and to underestimate the meaning and importance of 

religious philosophy. Since EP seems to aspire to explaining religion in its entirety, 

these problems should be addressed thoroughly. This paper suggests that these 

problems, as well as EP’s inherent insensitivity to the personal and social context 

of religious belief and practice, could be overcome through mergers with other 

theoretical approaches in the fields of psychology and sociology.

Death and Religion in Recent Theory: Potentials 
and Limitations of Evolutionary Psychology

Ilja Musulin

197


