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は
じ
め
に

　

一
九
六
〇
年
代
末
以
降
、
三
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て
展
開
さ
れ
て
き

た
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
紛
争
に
お
い
て
、
そ
の
対
立
の
図
式
は
〈
カ
ト
リ
ッ

ク
〉
と
〈
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
〉
と
い
う
宗
派
を
あ
ら
わ
す
用
語
で
語
ら
れ

て
き
た
。「
宗
教
」
は
、
た
と
え
ば
大
多
数
の
人
が
そ
れ
と
深
く
関
わ
り

を
持
た
な
い
現
代
日
本
に
お
い
て
は
、
あ
る
種
の
思
考
停
止
状
態
を
も
た

ら
す
。
す
な
わ
ち
、
宗
教
に
起
因
す
る
と
み
な
す
こ
と
で
、「
問
題
」
を

理
解
不
能
な
も
の
、
わ
れ
わ
れ
と
は
無
関
係
な
も
の
と
片
づ
け
て
し
ま
う

無
意
識
の
判
断
を
生
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
北
ア
イ
ル
ラ

ン
ド
紛
争
は
宗
教
紛
争
で
は
な
い
と
い
っ
た
ん
言
い
切
っ
た
う
え
で
、
政

治
的
・
経
済
的
・
社
会
的
不
平
等
や
歴
史
認
識
を
め
ぐ
る
対
立
、
根
強
い

偏
見
や
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
な
ど
の
諸
要
素
が
複
雑
に
絡
み
合
っ
た
も
の

と
し
て
「
問
題
」
を
捉
え
る
姿
勢
は
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
決
し
て
他

人
事
で
は
な
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
差
異
性
に
ま
つ
わ
る
コ
ン
フ
リ
ク
ト
を
批

判
的
に
検
討
し
て
い
く
う
え
で
、
有
効
な
視
点
を
提
供
し
て
く
れ
る
は
ず

だ
か
ら
だ
。

　

し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
け
る
対
立
の
諸
形

態
が
な
ぜ
〈
カ
ト
リ
ッ
ク
〉
や
〈
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
〉
と
い
っ
た
宗
派
名

に
お
い
て
語
ら
れ
て
き
た
の
か
に
立
ち
返
る
な
ら
ば
、
宗
教
は
紛
争
の
要

因
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
充
分
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
宗
教
が
北
ア
イ
ル

ラ
ン
ド
社
会
に
お
い
て
持
つ
意
味
を
問
う
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
本
稿

は
、
長
期
に
わ
た
っ
て
暴
力
を
経
験
し
て
き
た
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
い

て
、
宗
教
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
考
え
る
も

の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
同
時
に
、
宗
教
が
深
く
根
づ
い
て
い
る
社
会
の

あ
り
よ
う
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
、
ど
こ
ま
で
つ
か
ま
え
る
こ
と
が
で
き

る
か
を
問
う
も
の
で
も
あ
る
。

１　
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
紛
争
と
宗
教　

（
１
）
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
紛
争
の
背
景

　

数
世
紀
に
わ
た
っ
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
／
ブ
リ
テ
ン
の
支
配
下
に
あ
っ

た
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
、
一
九
世
紀
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
抵
抗
運
動
や
自

治
運
動
、
二
〇
世
紀
初
め
の
独
立
戦
争
な
ど
を
経
て
、
一
九
二
二
年
に
よ

う
や
く
自
治
領
と
し
て
独
立
を
達
成
し
た
（
一
九
四
九
年
に
は
ア
イ
ル
ラ
ン

ド
共
和
国
と
な
る
）。
そ
の
際
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
住
民
が
多
数
を
占
め
て

い
た
ア
ル
ス
タ
ー
地
方
（
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
北
部
を
指
す
伝
統
的
呼
称
）
の
大

部
分
が
「
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
」
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
領
に
と
ど
ま
る
こ
と
と

な
っ
た
の
が
、
今
日
「
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
問
題
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
起

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
の
宗
教
─
「
分
断
社
会
」
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
を
通
し
て
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源
で
あ
る
。
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
帰
属
を
め
ぐ
っ
て
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
住

民
の
多
く
は
イ
ギ
リ
ス
か
ら
の
分
離
・
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
島
全
島
の
完
全
独

立
を
主
張
す
る
〈
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
〉
で
あ
り
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
住
民

の
多
く
は
イ
ギ
リ
ス
と
の
連
合
維
持
を
望
む
〈
ユ
ニ
オ
ニ
ス
ト
〉
で
あ
る

と
さ
れ
る
。
当
時
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
カ
ト
リ
ッ
ク
住
民
の
人
口
比
は

お
よ
そ
二
対
一
で
あ
り
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
そ
の
成
立
当
初
か
ら
、
内

部
に
対
立
す
る
〈
二
つ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
〉
を
抱
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

一
九
二
一
年
に
成
立
し
た
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
、
自
治
議
会
と
自
治
政

府
を
そ
な
え
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
は
一
九
七
二
年
の
イ
ギ
リ
ス
の
直
接
統

治
に
い
た
る
ま
で
、
一
貫
し
て
ユ
ニ
オ
ニ
ス
ト
の
支
配
体
制
の
も
と
に
お

か
れ
て
き
た
。
そ
の
目
的
は
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
口
の
約
三
分
の
二
を

占
め
て
い
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
住
民
の
支
配
的
位
置
の
確
立
で
あ
り
、
そ

の
た
め
に
有
利
な
諸
制
度
が
設
け
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
、
地
方
議
会
で
の

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
支
配
の
維
持
を
目
的
と
し
た
比
例
代
表
制
の
廃
止
、
選

挙
権
の
制
限
、
複
数
選
挙
権
、
選
挙
区
の
ゲ
リ
マ
ン
ダ
リ
ン
グ
（
特
定
政

党
に
有
利
な
よ
う
に
特
別
に
選
挙
区
を
区
割
り
す
る
こ
と
）
や
、
北
ア
イ
ル

ラ
ン
ド
政
府
の
内
務
大
臣
と
ア
ル
ス
タ
ー
警
察
に
強
大
な
権
限
を
与
え

た
特
別
権
限
法
１
の
制
定
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
公
的
諸
機
関
が
ユ
ニ
オ
ニ

ス
ト
に
占
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
り
、
公
営
住
宅
の
割
り
当
て
、
雇
用
、

教
育
に
お
い
て
も
日
常
的
な
差
別
が
横
行
し
て
い
た
。

　

一
九
六
〇
年
代
末
に
登
場
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
住
民
を
中
心
と
し
た
公

民
権
運
動
は
、
こ
う
し
た
一
連
の
差
別
的
な
政
策
に
対
す
る
「
異
議
申

し
立
て
運
動
」
だ
っ
た
が
、
デ
モ
行
進
な
ど
で
の
度
重
な
る
衝
突
に
よ
っ

て
両
派
の
緊
張
が
高
ま
る
な
か
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
紛
争
へ
と
突
入
す

る
。
紛
争
に
お
け
る
暴
力
の
主
体
は
、
両
派
の
武
装
組
織
２
や
地
元
警
察
、

治
安
維
持
の
名
目
で
派
遣
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
軍
な
ど
、
合
法
／
非
合
法
に

か
か
わ
ら
ず
武
器
を
持
つ
人
び
と
で
あ
り
な
が
ら
、
死
亡
者
・
負
傷
者
の

半
数
以
上
は
一
般
市
民
で
あ
っ
た
。

　

暴
力
の
連
鎖
の
な
か
で
出
口
が
見
え
な
い
か
の
よ
う
だ
っ
た
北
ア
イ

ル
ラ
ン
ド
紛
争
は
、
し
か
し
、
一
九
九
〇
年
代
に
入
っ
て
新
し
い
局
面
を

迎
え
る
。
一
九
九
四
年
の
両
派
の
武
装
組
織
に
よ
る
停
戦
宣
言
と
、
そ
れ

に
続
く
一
九
九
八
年
の
イ
ギ
リ
ス
・
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
両
政
府
に
よ
る
和
平

合
意
は
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
社
会
に
大
き
な
期
待
を
も
た
ら
し
、
暴
力
の

克
服
と
「
社
会
の
共
有
」
へ
の
道
を
切
り
開
い
た
。
そ
の
後
、
数
度
に
わ

た
る
自
治
停
止
な
ど
政
治
的
停
滞
が
続
い
て
い
た
も
の
の
、
二
〇
〇
七
年

三
月
の
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
議
会
選
挙
の
結
果
を
受
け
、
同
年
五
月
に
四
年

七
ヶ
月
ぶ
り
に
自
治
政
府
が
復
活
し
た
こ
と
で
、
今
後
の
進
展
が
注
目
さ

れ
て
い
る
。

（
２
）
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
的
発
展

　

こ
の
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
紛
争
に
か
ん
し
て
、
部
外
者
は
き
わ
め
て
素
朴

に
「
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
あ
い
だ
の
宗
教
紛
争
」
と
い
う

見
方
を
し
が
ち
で
あ
る
。
紛
争
に
お
け
る
宗
教
の
位
置
づ
け
を
ど
う
評
価

す
る
か
に
つ
い
て
の
考
察
は
あ
と
に
ゆ
ず
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
ま
ず
、

〈
カ
ト
リ
ッ
ク
〉
と
〈
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
〉
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
の
各
宗

派
が
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
ど
の
よ
う
に
根
づ
い
て
い
っ
た
の
か
、
そ
の
歴

史
的
発
展
を
概
観
し
た
い
。

　

イ
ギ
リ
ス
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
支
配
は
一
二
世
紀
に
は
じ
ま
る
が
、
一
六

世
紀
の
宗
教
改
革
と
、
一
七
世
紀
以
後
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
お
よ
び
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
か
ら
の
ア
ル
ス
タ
ー
地
方
へ
の
大
規
模
な
入
植
は
、
ア
イ
ル
ラ

ン
ド
の
植
民
地
化
に
と
っ
て
重
要
な
契
機
で
あ
っ
た
。

　

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
キ
リ
ス
ト
教
が
広
ま
っ
た
の
は
、
五
世
紀
中
頃
で
あ
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る
。
紀
元
前
三
世
紀
か
ら
二
世
紀
に
か
け
て
来
島
し
た
ゲ
ー
ル
人
に
よ
っ

て
、
ゲ
ー
ル
文
化
が
定
着
し
て
い
た
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
い
て
、
そ
の
布

教
活
動
は
自
然
崇
拝
や
、
教
区
制
度
の
か
わ
り
に
ゲ
ー
ル
社
会
の
行
政
単

位
で
あ
る
部
族
を
基
礎
と
す
る
な
ど
、
ゲ
ー
ル
の
伝
統
を
利
用
し
つ
つ
お

こ
な
わ
れ
た
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
初
期
キ
リ
ス
ト
教
は
、
ゲ
ル
マ
ン
人
の

侵
入
な
ど
に
よ
り
西
ロ
ー
マ
帝
国
が
混
乱
に
陥
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
と
の
交
渉
が
途
絶
え
る
な
か
で
独
自
の
発
展
を
遂
げ

て
い
っ
た
３
。

　

一
一
世
紀
、
ロ
ー
マ
教
皇
は
ゲ
ー
ル
教
会
の
ロ
ー
マ
化
を
は
か
ろ
う
と

し
た
が
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
い
て
教
会
改
革
を
強
力
に
推
進
す
る
だ

け
の
政
治
権
力
を
も
た
な
か
っ
た
た
め
、
改
革
は
思
う
よ
う
に
す
す
ま
な

か
っ
た
。
一
二
世
紀
半
ば
、
教
皇
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
四
世
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

国
王
の
ヘ
ン
リ
二
世
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
領
有
を
認
め
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

に
お
け
る
ロ
ー
マ
教
会
的
秩
序
の
確
立
を
求
め
た
。
ヘ
ン
リ
二
世
は
大
軍

を
率
い
て
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
渡
り
、
先
に
侵
攻
し
て
い
た
臣
下
で
あ
る
ア

ン
グ
ロ
＝
ノ
ル
マ
ン
貴
族
た
ち
に
領
地
を
分
け
与
え
、
ゲ
ー
ル
諸
王
の
服

従
を
も
っ
て
、
こ
こ
に
イ
ギ
リ
ス
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
支
配
が
は
じ
ま
っ
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ア
ン
グ
ロ
＝
ノ
ル
マ
ン
領
主
た
ち
は
ゲ
ー
ル
諸
王

と
の
婚
姻
を
通
じ
て
し
だ
い
に
ゲ
ー
ル
化
し
、
や
が
て
国
王
か
ら
離
反
し

て
い
っ
た
。

　

し
か
し
、
一
六
世
紀
に
な
る
と
テ
ュ
ー
ダ
ー
朝
に
よ
る
ア
イ
ル
ラ
ン

ド
再
征
服
が
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ロ
ー
マ
教
会
か
ら
離
脱
し
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会(C

hurch of England

）
を
創
設
し
た
ヘ
ン
リ
八
世

は
、
ゲ
ー
ル
の
有
力
氏
族
と
血
縁
関
係
を
結
び
権
勢
を
誇
っ
て
い
た
キ

ル
デ
ア
伯
を
滅
亡
に
追
い
や
り
、
一
五
三
六
年
、
ダ
ブ
リ
ン
議
会
で
首

長
令
を
決
議
さ
せ
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
も
国
教
会
を
強
制
し
た
。
そ
し

て
一
五
四
一
年
、
つ
い
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
国
王
の
称
号
を
獲
得
す
る
。

テ
ュ
ー
ダ
ー
朝
の
支
配
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
弾
圧
と
土
地
収
奪
と
い
う
イ
ギ

リ
ス
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
支
配
政
策
の
基
礎
を
築
く
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ

れ
ら
を
決
定
的
か
つ
広
範
に
実
施
し
た
エ
リ
ザ
ベ
ス
一
世
は
、
中
央
集
権

的
統
治
体
制
を
し
く
と
と
も
に
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
け
る
宗
教
改
革

を
強
制
し
た
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
に
と
っ
て
こ
の
改
革
は
受
け
入
れ
が
た

く
、
彼
ら
の
伝
統
と
も
い
え
る
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
は
、
こ
の
時
期
に
定
着

し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

つ
づ
く
ジ
ェ
イ
ム
ズ
一
世
の
時
代
に
は
、
一
六
〇
八
年
、
最
後
ま
で
イ

ギ
リ
ス
化
に
抵
抗
し
て
い
た
ア
ル
ス
タ
ー
地
方
へ
の
大
規
模
な
植
民
が

実
施
さ
れ
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
植
民
地
化
を
さ
ら
に
推
し
す
す
め
た
。
主

と
し
て
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
か
ら
の
プ
レ
ズ
ビ
テ
リ
ア
ン
を
中
心
と
す
る

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
入
植
者
は
、
先
住
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
で
あ
る
カ
ト

リ
ッ
ク
か
ら
土
地
を
収
奪
し
、
独
自
の
地
域
社
会
を
形
成
し
て
い
っ
た
。

こ
う
し
て
一
七
世
紀
に
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
支
配
的
・
優
越
的
地
位
の

も
と
で
、
宗
派
と
支
配
─
被
支
配
の
関
係
が
結
び
つ
い
た
〈
二
つ
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
〉
の
基
盤
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

（
３
）
宗
派
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

　

そ
れ
で
は
、
今
日
の
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
目
を
転
じ
て
み
よ
う
。

二
〇
〇
一
年
に
実
施
さ
れ
た
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
れ
ば
、
北
ア
イ
ル
ラ

ン
ド
に
お
け
る
宗
教
分
布
は
次
の
通
り
で
あ
る
（
表
１
を
参
照
）。

　
「
無
宗
教
ま
た
は
無
回
答
」
を
除
く
と
、
全
体
の
約
八
六
％
が
何
ら
か

の
宗
教
を
信
仰
し
て
お
り
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、「
プ
レ
ズ
ビ
テ
リ
ア
ン
」「
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
聖
公
会

(C
hurch of Ireland)

」「
メ
ソ
デ
ィ
ス
ト
」「
そ
の
他
の
キ
リ
ス
ト
教
」
を
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「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
諸
宗
派
」
と
し

て
く
く
る
な
ら
ば
、
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
が
全
体
の
約
四
六
％
、
カ
ト

リ
ッ
ク
が
約
四
〇
％
を
占
め
て
い

る
。
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
成
立
当
初

か
ら
比
べ
る
と
そ
の
比
率
は
か
な

り
変
化
し
て
い
る
が
、
い
ぜ
ん
と

し
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
多
数
派

で
あ
る
。

　

で
は
今
日
の
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

に
お
い
て
、
集
団
と
し
て
の
〈
カ

ト
リ
ッ
ク
〉
あ
る
い
は
〈
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
〉
と
は
、
ど
の
よ
う
に

と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う

か
。
こ
の
大
き
く
二
分
さ
れ
る
宗

派
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
、
そ

れ
ぞ
れ
に
異
な
る
政
治
的
傾
向
を

示
し
て
い
る
の
は
、
前
述
し
た
と

お
り
で
あ
る
。
二
〇
〇
六
年
に
実

施
さ
れ
た
社
会
調
査
に
よ
れ
ば
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
五
四
％
が
〈
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ス
ト
〉、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
六
九
％
が
〈
ユ
ニ
オ
ニ
ス
ト
〉
で
あ
る

と
い
う
結
果
が
で
て
い
る
（
表
２
を
参
照
）。「
ど
ち
ら
で
も
な
い
」
と
回

答
し
た
割
合
が
、
そ
れ
ぞ
れ
四
二
％
と
三
〇
％
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る

と
、
必
ず
し
も
カ
ト
リ
ッ
ク
＝
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
＝

ユ
ニ
オ
ニ
ス
ト
と
い
う
図
式
が
成
り
立
つ
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
同
時

に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
で
ユ
ニ
オ
ニ
ス
ト
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ス
ト
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
つ
割
合
が
皆
無
に
等
し
い
こ
と

を
み
る
と
、
両
派
の
境
界
を
飛
び
越
え
た
政
治
的
立
場
の
表
明
は
、
極
め

て
稀
で
あ
る
こ
と
が
伺
え
る
。

　

ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
こ
と
が

い
え
る
。
同
じ
社
会
調
査
に
よ
れ
ば
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
六
一
％
が
自
ら

を
〈
ア
イ
リ
ッ
シ
ュ
〉、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
六
三
％
が
自
ら
を
〈
ブ
リ

テ
ィ
ッ
シ
ュ
〉
と
見
な
し
て
い
る
と
い
う
結
果
が
で
て
い
る
（
表
３
を
参

表１：　北アイルランドにおける宗教分布（2001 年）　　　　　　単位（％）

出典：2001 年国勢調査（Table KS07a: Religion）

Catholic

Presbyterian Church in Ireland

Church of Ireland

Methodist Church in Ireland

Other Christian (including Christian related)

Other religions and philosophies

No religion / religion not stated

40.26

20.69

15.30

3.51

6.07

0.30

13.88

45.57

表２：　宗教と政治的アイデンティティ（2006年）　　　　　　単位（％）

Protestant

No religion

Catholic

Nationalist Unionist Neither

54

0

9

3

69

17

42

30

73

2

0

1

Don t know’

出典：Northern Ireland Life and Times Survey, 2006 (http://www.ark.ac.uk/nilt/)

表３：　宗教とナショナル・アイデンティティ（2006 年）　　　　単位（％）

Protestant

No religion

Catholic

Irish British Ulster

61

3

20

11

63

35

0

7

3

6

1

8

Northern Irish

23

26

34

Other/Don t know’

出典：Northern Ireland Life and Times Survey, 2006 (http://www.ark.ac.uk/nilt/)



———　〈かたち〉の変容　　———

139

照
）。
一
九
八
〇
年
代
半
ば
以
降
に
登
場
し
た
〈
ノ
ー
ザ
ン
・
ア
イ
リ
ッ

シ
ュ
〉
と
い
う
「
新
し
い
」
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
へ
の
回

答
率
は
年
々
増
加
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
カ
ト
リ
ッ
ク
で
ブ
リ
テ
ィ
ッ

シ
ュ
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
ア
イ
リ
ッ
シ
ュ
と
い
う
ね
じ
れ
た
ナ
シ
ョ
ナ

ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
表
明
は
、
や
は
り
低
い
割
合
に
と
ど
ま
っ
て

い
る
。　

　

あ
る
信
仰
を
持
つ
こ
と
が
、
異
な
る
地
域
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の

文
脈
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
お
よ
び
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
信
仰
と
は
、
ま
さ

に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
と
イ
ギ
リ
ス
の
あ
い
だ
の
数
世
紀
に
わ
た
る
植
民
地

関
係
と
切
り
離
せ
な
い
も
の
で
あ
る
。
歴
史
を
詳
細
に
紐
解
い
て
ゆ
け

ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
部
は
多
様
性
・
対
立
・
矛
盾
を
抱
え
て
お
り
、
常
に

一
枚
岩
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
〈
カ
ト
リ
ッ
ク
〉

と
〈
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
〉
と
い
う
区
分
が
、
被
支
配
者
と
支
配
者
、
ネ

イ
テ
ィ
ヴ
と
植
民
者
と
い
う
区
分
と
強
固
に
結
び
つ
い
て
い
く
過
程
が

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
注
意
を
は
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
信
仰
の
中
味
そ

の
も
の
が
、
紛
争
に
お
け
る
対
立
を
支
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う

か
、で
あ
る
。
宗
派
と
政
治
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
お
よ
び
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
の
結
び
つ
き
に
は
一
定
の
強
い
傾
向
が
み
ら
れ

る
が
、
信
仰
心
の
度
合
い
は
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
強
さ
と

必
ず
し
も
比
例
す
る
も
の
で
は
な
い
４
。
だ
と
す
れ
ば
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン

ド
に
お
い
て
〈
カ
ト
リ
ッ
ク
〉、
あ
る
い
は
〈
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
〉
で
あ

る
と
い
う
こ
と
は
、
何
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

２　
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
ラ
ベ
ル
と
し
て
の
宗
教

　　

北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
社
会
は
、し
ば
し
ば
「
二
つ
の
伝
統
」「
二
つ
の
文
化
」

「
二
つ
の
歴
史
」
を
持
っ
た
社
会
な
ど
と
表
現
さ
れ
る
。
こ
の
「
分
断
社

会(divided society)

」
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
ど
の
よ

う
に
名
付
け
る
と
し
て
も
、
そ
れ
を
決
定
的
な
も
の
に
し
た
の
は
い
う
ま

で
も
な
く
、
一
九
六
〇
年
代
末
に
始
ま
っ
た
紛
争
で
あ
っ
た
。
北
ア
イ
ル

ラ
ン
ド
紛
争
に
お
い
て
、
実
際
に
暴
力
を
行
使
し
て
い
る
の
は
一
部
の
人

び
と
に
す
ぎ
な
い
が
、
長
期
に
わ
た
っ
て
日
常
化
し
た
暴
力
は
、
二
項
対

立
的
な
見
方
を
増
長
さ
せ
、
も
と
も
と
両
者
の
あ
い
だ
に
横
た
わ
っ
て
い

た
分
断
を
よ
り
い
っ
そ
う
推
し
す
す
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る

5
。

（
１
）〈
二
つ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
〉
の
再
生
産

─
居
住
・
教
育
・
就
労
・

婚
姻　

　

北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
け
る
〈
二
つ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
〉
の
分
断
状
況

を
視
覚
的
に
象
徴
し
て
い
る
の
が
、
と
く
に
都
市
部
に
お
い
て
顕
著
な
居

住
区
の
分
離
で
あ
る
。
国
旗
や
壁
画
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
シ
ン
ボ
ル
は
、

こ
の
場
所
が
誰
の
も
の
で
あ
る
の
か
を
部
外
者
に
も
わ
か
り
や
す
く
示

し
て
い
る
。
ま
た
、
か
り
に
そ
の
よ
う
な
シ
ン
ボ
ル
が
な
か
っ
た
と
し
て

も
、
自
分
に
と
っ
て
危
険
か
安
全
か
と
い
う
「
場
所
感
覚
」
を
身
に
つ
け

る
こ
と
は
、
と
り
わ
け
紛
争
と
い
う
暴
力
と
隣
り
合
わ
せ
に
あ
っ
た
北
ア

イ
ル
ラ
ン
ド
社
会
に
お
い
て
、
重
要
な
意
味
を
持
つ
。

　

北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
け
る
居
住
区
の
分
離
傾
向
は
、
ベ
ル
フ
ァ
ス

ト
で
は
急
激
な
産
業
化
を
背
景
と
し
た
一
九
世
紀
か
ら
す
で
に
み
ら
れ

て
い
た
が
、
紛
争
開
始
後
に
政
治
的
な
緊
張
が
高
ま
り
、
両
派
の
衝
突

が
増
え
る
に
つ
れ
、
か
つ
て
な
い
ほ
ど
に
高
ま
っ
た
６
。
こ
れ
に
と
も
な
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い
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
／
ユ
ニ
オ
ニ
ス
ト
の
多
住
地
区
と
、
カ
ト
リ
ッ
ク

／
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
多
住
地
区
と
が
接
し
あ
う
場
所

─
イ
ン
タ
ー

フ
ェ
イ
ス

─
が
数
多
く
出
現
す
る
こ
と
に
な
る
７
。
こ
の
う
ち
最
も
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
紛
争
当
初
に
衝
突
を
防
ぐ
と
い
う
目
的
で
建
設

さ
れ
、
そ
の
後
も
増
加
し
て
い
っ
た
ピ
ー
ス
・
ラ
イ
ン
（
ま
た
は
ピ
ー
ス
・

ウ
ォ
ー
ル
）
と
称
さ
れ
る
壁
で
あ
る
。
も
う
一
方
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
つ

ね
に
緊
張
関
係
に
あ
る
こ
れ
ら
の
場
所
は
、
紛
争
の
被
害
が
最
も
集
中
し

て
い
た
だ
け
で
な
く
、
停
戦
・
和
平
合
意
以
降
も
引
き
つ
づ
き
暴
力
の
舞

台
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。

　

居
住
区
と
並
ん
で
〈
二
つ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
〉
の
形
成
・
維
持
に
大
き

な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
が
、
教
育
に
お
け
る
分
離
で
あ
る
。
か
つ
て

は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
各
派
の
教
会
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
、
現
在
は
国
の
管

轄
下
に
あ
る
「
公
立
校
」
は
、
特
定
の
宗
派
に
よ
ら
な
い
教
育
を
お
こ
な

う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
生
徒
、
教
師
の
多
く
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
圧
倒
的
多
数
は
、
ロ
ー
マ
・

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
運
営
に
関
わ
り
、
教
師
の
多
く
も
カ
ト
リ
ッ
ク
で
あ

る
「
私
立
校
」
に
通
う
。
こ
の
両
者
の
違
い
は
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
も
大

き
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　
「
公
立
校
」、
い
わ
ゆ
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
・
ス
ク
ー
ル
で
学
ぶ
の
は
、

イ
ギ
リ
ス
の
歴
史
や
地
理
、
文
学
で
あ
り
、
ラ
グ
ビ
ー
や
ク
リ
ケ
ッ
ト
な

ど
の
イ
ギ
リ
ス
の
ス
ポ
ー
ツ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
イ
ギ
リ
ス
的
な
シ
ン
ボ

ル
や
ユ
ニ
オ
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
の
掲
揚
が
、
イ
ギ
リ
ス
人
／
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
／
ユ
ニ
オ
ニ
ス
ト
と
い
う
意
識
の
形
成
を
目
的
と
し
て
い
る
の
は
明

ら
か
で
あ
る
。
他
方
で
、「
私
立
校
」、
い
わ
ゆ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
・
ス
ク
ー

ル
で
学
ぶ
の
は
、
対
イ
ギ
リ
ス
・
反
イ
ギ
リ
ス
と
し
て
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

の
歴
史
や
地
理
、
文
学
で
あ
り
、
ゲ
ー
リ
ッ
ク
・
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
や
ハ
ー

リ
ン
グ
な
ど
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
ス
ポ
ー
ツ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
全
体
に
わ
た
っ
て
よ
り
宗
教
色
が
強
く
、
と
く
に
初
等
教
育
に

お
い
て
は
、
最
初
の
聖
体
拝
領
な
ど
宗
教
儀
式
へ
の
準
備
を
指
導
す
る
こ

と
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
目
的
が
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
／
カ
ト

リ
ッ
ク
／
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
と
い
う
意
識
の
形
成
で
あ
る
の
は
言
う
ま

で
も
な
い
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
日
常
的
な
接
触
の
機
会
を
ほ
ぼ
欠
い
た
ま

ま
、
異
な
る
価
値
観
や
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
形
成
さ
れ

て
ゆ
く
こ
と
で
、「
分
断
社
会
」
は
維
持
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
８
。

　

職
場
は
、
ほ
か
の
社
会
的
領
域
と
比
較
す
れ
ば
、
異
な
る
背
景
を
も
つ

者
ど
う
し
が
顔
を
会
わ
せ
る
機
会
の
多
い
場
で
あ
る
と
い
え
る
。
と
く
に

近
年
、
和
平
合
意
以
降
の
経
済
的
な
活
況
に
お
い
て
増
大
し
た
サ
ー
ヴ
ィ

ス
部
門
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
雇
用
率
を
上
げ
る
と
と
も
に
、
職
場
で
の
両

派
の
融
合
を
促
進
し
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
、
歴
史
的
に
み
れ
ば
、
北
ア
イ

ル
ラ
ン
ド
で
は
長
ら
く
「
分
業
構
造
」
が
続
い
て
き
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
と

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
就
労
分
布
は
産
業
別
・
職
業
別
に
異
な
る
だ
け
で
な

く
、
同
一
の
産
業
・
職
業
内
に
お
い
て
も
、
後
者
が
よ
り
上
位
の
地
位
を

占
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
密
接
に
結

び
つ
い
た
就
労
構
造
に
加
え
て
、
ユ
ニ
オ
ニ
ス
ト
支
配
体
制
の
も
と
で
公

然
と
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
よ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
へ
の

制
度
上
・
慣
行
上
の
雇
用
差
別
が
大
き
く
横
た
わ
っ
て
い
た
９
。

　

居
住
区
、
学
校
、
職
場
で
の
分
離
傾
向
は
、
異
な
る
背
景
を
も
つ
者
ど

う
し
が
出
会
う
場
を
制
限
し
、
当
然
の
結
果
と
し
て
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で

は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
ど
う
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
ど
う
し
の
婚
姻
が
圧
倒
的

多
数
を
占
め
て
い
る
。
他
方
で
、
宗
派
を
超
え
た
カ
ッ
プ
ル
は
、
多
く
の

課
題
に
直
面
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

婚
姻
に
あ
た
っ
て
は
、
個
人
の
信
仰
心
や
教
会
と
の
関
わ
り
が
深
け
れ
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ば
深
い
ほ
ど
、
宗
教
上
の
問
題
が
よ
り
直
接
的
に
関
わ
っ
て
く
る
。
と

く
に
そ
れ
が
問
題
に
な
る
の
が
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
お
い
て
で

あ
る
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
が
そ
の
他
の
宗
派
の
者
と
結
婚
す
る
場
合
、

所
定
の
手
続
き
を
ふ
ま
な
け
れ
ば
、
そ
の
結
婚
は
（
法
律
上
は
有
効
で
も
）

教
会
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
子
ど
も
は
カ

ト
リ
ッ
ク
と
し
て
育
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
、
洗
礼
な
ど
の
宗
教

的
儀
式
を
め
ぐ
っ
て
、
カ
ッ
プ
ル
は
そ
の
つ
ど
難
し
い
選
択
を
迫
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
居
住
区
・
教
育
に
お
け
る
分
離
が
根
強
い
状
況

に
お
い
て
、
ど
こ
に
住
む
か
、
ど
の
学
校
に
通
わ
せ
る
か
も
、
大
き
な
問

題
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
異
宗
派
間
の
婚
姻
に
対
す
る
家
族
や

周
囲
の
反
対
は
、
け
っ
し
て
少
な
く
な
い
10
。

（
２
）
紛
争
と
「
分
断
社
会
」

　

こ
の
よ
う
に
み
て
み
る
と
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
け
る
大
部
分
の
人

び
と
は
、
人
生
の
そ
れ
ぞ
れ
の
ス
テ
ー
ジ
を
自
分
た
ち
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
内
側
で
経
験
す
る
一
方
、
親
密
で
継
続
的
な
関
係
を
も
う
一
方
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
属
す
る
人
び
と
と
形
成
し
え
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
居
住

区
、
教
育
、
雇
用
、
婚
姻
な
ど
に
よ
っ
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
分
断
が
再
生

産
さ
れ
て
き
た
状
況
に
お
い
て
、
地
域
や
階
級
に
よ
る
違
い
は
あ
る
に
し

て
も
、
互
い
に
対
立
さ
せ
ら
れ
て
き
た
者
ど
う
し
が
本
当
の
意
味
で
「
出

会
う
」
こ
と
の
で
き
る
場
は
ま
だ
限
ら
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
そ
の
よ
う

な
接
触
が
起
き
る
の
は
、
わ
ず
か
な
混
住
地
区
に
暮
ら
し
、
共
通
の
職
場
、

教
育
機
関
な
ど
に
よ
り
ア
ク
セ
ス
し
や
す
い
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
に
お
い
て

で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
、
両
者
の
関
係
に
緊
張
を
も
た
ら
す
よ
う
な
お
互

い
の
違
い
に
つ
い
て
の
確
認
や
議
論
は
、
注
意
深
く
回
避
さ
れ
る
の
だ
。

　

こ
の
よ
う
な
、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
領
域
に
ま
た
が
る
分
断
状
況
は
、

「
宗
派
主
義(sectarianism

)

」
と
称
さ
れ
る
が
、
紛
争
社
会
に
暮
ら
す
人
び

と
自
身
が
強
く
主
張
す
る
の
は
、
こ
の
紛
争
が
、
し
ば
し
ば
誤
解
さ
れ
る

よ
う
に
宗
教
を
理
由
と
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
北
ア

イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
い
て
〈
カ
ト
リ
ッ
ク
〉、あ
る
い
は
〈
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
〉

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
た
ん
に
宗
教
上
の
信
仰
を
あ
ら
わ
す

の
で
は
な
く
、
ほ
か
の
さ
ま
ざ
ま
な
項
目
と
歴
史
的
・
政
治
的
に
結
び
つ

け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
わ
す
。
居
住
地
、
出
身
学
校
、
読
む

新
聞
、
好
き
な
ス
ポ
ー
ツ
、
言
葉
の
ア
ク
セ
ン
ト
、
名
前
な
ど
、「
ど
ち

ら
の
人
間
で
あ
る
か
を
見
分
け
る
」
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
手
が
か
り
が
存

在
し
、
そ
れ
ら
を
通
し
て
、
た
え
ず
境
界
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に

日
々
再
生
産
さ
れ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
分
断
は
、
紛
争
の
原
因
で
あ
る
と

同
時
に
そ
の
結
果
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
の
宗
教
と
は
、
歴
史
や

経
験
と
不
可
分
の
、〈
二
つ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
〉
そ
れ
ぞ
れ
に
与
え
ら
れ

た
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
ラ
ベ
ル
と
読
み
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

紛
争
下
で
両
派
が
境
界
を
超
え
て
出
会
お
う
と
す
る
時
、
そ
こ
に
は
常

に
暴
力
の
契
機
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
職
場
に
お
け
る
嫌

が
ら
せ
や
脅
迫
、
異
宗
派
間
の
カ
ッ
プ
ル
に
対
す
る
武
装
組
織
な
ど
に
よ

る
「
制
裁
」、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
対
立
を
草
の
根
の
活
動
に
よ
っ
て
乗
り

超
え
よ
う
と
す
る
人
び
と
へ
の
非
難
や
妨
害
な
ど
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内
部

に
は
り
め
ぐ
ら
さ
れ
た
緊
密
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
そ
こ
か
ら
の
逸
脱
を

容
易
に
許
さ
な
い
。
紛
争
社
会
に
お
い
て
は
、
個
人
の
幸
福
の
追
求
や
、

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
揺
れ
す
ら
も
、
す
べ
て
政
治
化
さ
れ
て
し
ま
う
の

で
あ
る
。

　

他
方
で
、
公
的
言
説
や
企
業
な
ど
が
掲
げ
る
「
宗
派
に
も
と
づ
か
な
い

(non-sectarian)
」
と
い
う
主
義
は
、
中
立
の
立
場
を
と
る
か
の
よ
う
に
み

え
て
、
実
は
宗
派
や
政
治
な
ど
の
不
愉
快
な
話
題
は
職
場
で
も
ち
だ
す
べ
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き
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
11
。
し
た
が
っ
て
、
職
場

に
お
け
る
両
派
の
融
合
が
す
す
ん
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
が
、
す
ぐ
さ
ま
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
分
断
状
況
を
乗
り
超
え
る
も
の
と
な
る
の
で
は
な
く
、
む

し
ろ
黙
認
す
る
方
向
に
働
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
み
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
３
）「
無
宗
教
」「
無
回
答
」
が
意
味
す
る
も
の　

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
社
会
調
査
の
宗
教
を
尋
ね
る
項
目
に
お

い
て
、
近
年
増
加
し
つ
つ
あ
る
「
無
宗
教
」「
無
回
答
」
が
持
つ
意
味
に

つ
い
て
も
、
検
討
の
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

に
お
い
て
宗
教
が
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
ラ
ベ
ル
で
あ
る
と
し
た
場
合
、「
無
宗

教
」「
無
回
答
」
を
選
択
す
る
こ
と
が
、
積
極
的
な
「
宗
派
に
も
と
づ
か

な
い(anti-sectarian)

」
こ
と
へ
の
表
明
で
あ
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
点
で

あ
る
。

　

こ
こ
で
ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
、
二
〇
〇
一
年
の
国
勢
調
査
に
お
け

る
「
出
身
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
を
尋
ね
る
項
目
で
あ
る
（
表
４
を
参
照
）。
前

述
し
た
と
お
り
、
宗
派
を
尋
ね
る
項
目
に
お
い
て
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

が
全
体
の
約
四
六
％
、
カ
ト
リ
ッ
ク
が
約
四
〇
％
を
占
め
て
い
た
の
に
対

し
、
こ
こ
で
の
回
答
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
約
五
三
％
、
カ
ト
リ
ッ
ク

が
約
四
四
％
と
な
っ
て
い
る
。
表
１
と
比
較
し
て
「
そ
の
他
の
宗
教
」
に

お
け
る
数
字
に
大
き
な
違
い
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
し
て
、
表
１
で
は

「
無
宗
教
」「
無
回
答
」
と
答
え
て
い
た
人
び
と
が
、
自
ら
の
帰
属
す
る
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
し
て
ど
ち
ら
か
を
選
択
し
た
結
果
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

次
に
、
宗
派
と
政
治
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
お
よ
び
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
つ
い
て
の
調
査
結
果
を
再
び
参
照
し
よ
う
。
北
ア
イ

ル
ラ
ン
ド
の
政
治
的
な
位
置
づ
け
を
め
ぐ
っ
て
、〈
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
〉、

〈
ユ
ニ
オ
ニ
ス
ト
〉
の
ど
ち
ら
で
も
な
い
と
い
う
立
場
を
と
る
割
合
は
、

カ
ト
リ
ッ
ク
の
う
ち
の
四
二
％
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
う
ち
の
三
〇
％
を

大
き
く
上
回
っ
て
、「
無
宗
教
」「
無
回
答
」
と
答
え
た
人
び
と
に
お
い

て
は
七
三
％
を
占
め
て
い
る
（
表
５
を
参
照
）。
同
じ
く
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
め
ぐ
っ
て
は
、〈
ア
イ
リ
ッ
シ
ュ
〉、〈
ブ
リ
テ
ィ
ッ

シ
ュ
〉、〈
ア
ル
ス
タ
ー
〉
の
い
ず
れ
で
も
な
い
、
比
較
的
新
し
く
登
場

し
た
〈
ノ
ー
ザ
ン
・
ア
イ
リ
ッ
シ
ュ
〉
を
表
明
し
て
い
る
の
は
、
カ
ト

表４：　北アイルランドにおける出身コミュニティ別の割合（2001 年）単位（％）

Protestant and Other Christian (including Christian related)

None

Catholic

Other religions and philosophies

43.76

53.13

0.39

2.72

出 典：2001 年 国 勢 調 査（Table KS07b: Community Background: 
Religion or Religion Brought Up In）

表５：　宗教と政治的アイデンティティ（2006 年）　　　　　単位（％）　

Protestant

No religion

Catholic

Nationalist Unionist Neither

54

0

9

3

69

17

42

30

73

2

0

1

Don t know’

出典：Northern Ireland Life and Times Survey, 2006 (http://www.ark.ac.uk/nilt/)



———　〈かたち〉の変容　　———

143

リ
ッ
ク
の
二
三
％
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

の
二
六
％
を
押
さ
え
、「
無
宗
教
」「
無

回
答
」
と
答
え
た
人
び
と
に
お
い
て

三
四
％
を
占
め
て
い
る
（
表
６
を
参
照
）。

  

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
可
能
性
と
し
て

言
及
で
き
る
の
は
次
の
よ
う
な
点
で
あ

る
。
第
一
は
、「
無
宗
教
」
あ
る
い
は

「
無
回
答
」
が
、
政
治
離
れ
、
も
し
く
は

積
極
的
に
二
項
対
立
か
ら
逃
れ
よ
う
と

す
る
立
場
の
表
明
で
は
な
い
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。「
無
宗
教
」
で
あ
る
こ
と

は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
へ
の
属
性
を
も
っ

て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
必
ず
し
も

政
治
的
属
性
に
は
つ
な
が
ら
な
い
と
い

う
ケ
ー
ス
を
指
し
示
し
て
い
る
。
第
二

は
、
も
は
や
礼
拝
に
参
加
し
な
い
者
や

無
宗
教
の
者
に
と
っ
て
は
、
宗
教
は
、

宗
教
的
意
味
合
い
や
内
実
を
全
く
も
た

ず
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
し
る
し
で

あ
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
12
。
第
三
は
、「
無
回
答
」
と
い
う
選
択
が
、

実
際
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
何
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
宗
派
に
も
と
づ

い
た
レ
ッ
テ
ル
貼
り
に
対
す
る
拒
否
感
の
表
れ
で
あ
る
、
と
い
う
見
方
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
紛
争
社
会
に
お
い
て
社
会
調
査
を
実
施
す
る
こ
と

そ
れ
自
体
が
孕
む
難
し
さ
を
浮
き
彫
り
に
す
る
13
。
そ
し
て
、
以
上
の
三

点
は
互
い
に
ず
れ
た
り
重
な
っ
た
り
し
な
が
ら
、
同
じ
結
論
を
導
き
出
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
紛
争
に
お
け
る
対
立
は
宗
教
的
な
も
の
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
、
し
か
し
、
宗
教
は
歴
史
や
経
験
と
不
可
分
な
〈
二
つ
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
〉
を
名
付
け
る
ラ
ベ
ル
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

３　

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
の
宗
教     

　

北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
紛
争
を
エ
ス
ノ
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
対
立
と
捉
え
、
宗

教
を
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
ラ
ベ
ル
と
み
な
す
視
角
は
、
わ
ず
か
な
例
を
の
ぞ
け

ば
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
研
究
に
お
い
て
共
通
の
前
提
と
さ
れ
て
き
た
14
。

し
か
し
、
本
当
に
宗
教
は
た
ん
な
る
ラ
ベ
ル
に
す
ぎ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
異
議
を
唱
え
、
宗
教
が
人
び
と
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
に

果
た
す
役
割
に
つ
い
て
、
よ
り
詳
細
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
の
が
ミ
ッ

チ
ェ
ル
（
二
〇
〇
六
）
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に

お
け
る
信
仰
の
あ
り
方
を
概
観
し
た
の
ち
、
ミ
ッ
チ
ェ
ル
の
議
論
を
参
照

し
な
が
ら
、
宗
教
が
個
人
と
し
て
の
、
あ
る
い
は
集
団
と
し
て
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
に
も
た
ら
す
さ
ま
ざ
ま
な
影
響
力
に
つ
い
て
考
え
て

み
た
い
。

（
１
）
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
人
び
と
と
信
仰

　

北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
い
て
、
宗
教
は
人
び
と
の
日
常
に
ど
の
程
度
深

く
関
わ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
二
〇
〇
六
年
の
調
査
で
は
、
三
七
パ
ー

セ
ン
ト
が
、
週
に
一
度
以
上
教
会
の
礼
拝
に
参
加
し
て
い
る
と
回
答
し
て

い
る
（
表
７
ａ
を
参
照
）。
連
合
王
国
の
他
の
地
域
と
の
対
比
で
は
、
圧
倒

的
に
高
い
数
字
を
誇
っ
て
い
る
が
（
表
７
ｂ
を
参
照
）、
一
九
六
八
年
の
調

査
に
お
け
る
約
七
割
と
い
う
数
字
と
比
較
す
れ
ば
、
世
俗
化
の
進
行
は
北

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
い
て
も
や
は
り
例
外
で
は
な
い
と
言
え
る
15
。
ま
た
、

表６：　宗教とナショナル・アイデンティティ（2006 年）　　　　単位（％）

Protestant

No religion

Catholic

Irish British Ulster

61

3

20

11

63

35

0

7

3

6

1

8

Northern Irish

23

26

34

Other/Don t know’

出典：Northern Ireland Life and Times Survey, 2006 (http://www.ark.ac.uk/nilt/)
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宗
派
別
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
の
も
特
徴
で
あ
る
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は

全
体
平
均
よ
り
も
下
回
る
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
は
一
九
六
八
年
の
時
点
で
実

に
九
五
％
の
人
び
と
が
毎
週
礼
拝
に
参
加
し
て
お
り
、
二
〇
〇
六
年
の
時

点
で
も
、
そ
の
割
合
は
二
人
に
一
人
と
、
依
然
と
し
て
高
い
数
字
を
誇
っ

て
い
る
。
信
仰
の
度
合
い
を
礼
拝
参
加
の
傾
向
で
測
る
と
い
う
よ
く
用
い

ら
れ
る
方
法
に
従
う
な
ら
ば
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
方
が
よ
り
信
心
深
く
、
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
お

い
て
は
よ
り
世
俗
化

が
進
ん
で
い
る
と
い

う
図
式
が
成
り
立

つ
。

　

し
か
し
、
そ
も
そ

も
、
宗
教
を
め
ぐ
る

価
値
観
は
、
数
値
に

よ
っ
て
測
定
可
能
な

も
の
な
の
だ
ろ
う

か
。ミ
ッ
チ
ェ
ル
は
、

北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の

政
治
的
・
社
会
的
関

係
に
お
い
て
宗
教
が

果
た
す
役
割
を
過
小

評
価
す
べ
き
で
は
な

い
と
す
る
な
か
で
、

次
の
よ
う
に
指
摘
す

る
。
す
な
わ
ち
、
宗

教
と
は
ど
の
よ
う
な

も
の
か
、
あ
る
い
は
何
に
よ
っ

て
そ
れ
を
測
る
か
を
考
え
た
と

き
、
そ
こ
に
は
多
種
多
様
な
方

法
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

あ
る
人
に
と
っ
て
、
宗
教
が
本

質
的
な
も
の
で
あ
る
な
ら
、
そ

れ
は
、
祈
り
や
、
天
国
や
地
獄

を
信
じ
る
か
否
か
、
あ
る
い
は

聖
書
に
か
ん
す
る
調
査
結
果
に

よ
っ
て
測
る
こ
と
が
出
来
る
だ

ろ
う
。
別
の
人
に
と
っ
て
、
宗

教
的
実
践
が
何
よ
り
重
要
で
あ

れ
ば
、
礼
拝
参
加
に
つ
い
て
の

調
査
結
果
が
有
用
と
な
る
。
し

か
し
、
統
計
調
査
は
、
な
ぜ
人

び
と
が
そ
の
よ
う
に
回
答
し
た

の
か
、
そ
の
こ
と
が
意
味
す
る

も
の
は
何
か
、
そ
し
て
人
び
と

が
実
際
の
と
こ
ろ
ど
の
よ
う
に

ふ
る
ま
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
教
え
て
く
れ
な
い
。
そ
れ
は
例
え

ば
、
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
な
ど
の
質
的
な
方
法
に
よ
っ
て
の
み
接
近
可
能
な
の

で
あ
る
16
。

　

ミ
ッ
チ
ェ
ル
は
、
七
〇
名
近
く
に
お
よ
ぶ
カ
ト
リ
ッ
ク
、
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
へ
の
綿
密
な
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
に
く
わ
え
て
、
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
に
お
け
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や
会
議
の
記
録
、
そ
の

他
関
連
す
る
歴
史
学
、
人
類
学
、
心
理
学
、
社
会
学
、
政
治
学
の
分
野
に

表７a：　北アイルランドにおける礼拝参加者の比率の変遷（1968 ～ 2006 年）

Claire Mitchell, Religion, Identity and Politics in Northern Ireland: Boundaries of 
Belonging and Belief, Hampshire: Ashgate, 2006 および Northern Ireland Life and 
Times Survey, 2003; 2006より作成

表７b：　連合王国における礼拝参加者の比率（2007 年）　　単位（％）

Scotland

Wales

Northern Ireland

England

Regular churchgoers (at least once a month)

45

18

14

12

出 典：Jacinta Ashworth and Ian Farthing, Churchgoing in the UK: A research 
report from Tearfund on church attendance in the UK, Middlesex: Tearfund, 2007.
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お
け
る
研
究
な
ど
の
二
次
資
料
を
通
じ
て
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
カ
ト

リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
と
っ
て
の
異
な
る
宗
教
的
世
界
を
描
き

出
し
た
。
そ
れ
は
以
下
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。

（
２
）
カ
ト
リ
ッ
ク
に
と
っ
て
の
宗
教

　

宗
教
は
、
教
会
と
い
う
集
い
の
場
を
通
し
て
人
び
と
を
つ
な
ぎ
、
宗

教
的
実
践
を
通
し
て
人
び
と
を
ま
と
め
あ
げ
る
機
能
を
持
つ
が
、
と
り

わ
け
こ
の
傾
向
が
強
く
み
ら
れ
る
の
が
カ
ト
リ
ッ
ク
に
お
い
て
で
あ
る
。

「
共
同
体(com

m
unity)

」
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
神
学
に
お
い
て
中
心
的
な

概
念
で
あ
り
、
ミ
サ
な
ど
の
宗
教
的
実
践
を
通
し
て
培
わ
れ
る
一
体
感

(togetherness)

は
、「
身
内
」
と
「
よ
そ
者
」
と
を
分
け
る
構
造
を
つ
く
り

だ
す
。

　

カ
ト
リ
ッ
ク
の
神
学
に
お
け
る
「
共
同
体
」
の
重
視
は
、
ア
イ
ル
ラ

ン
ド
お
よ
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
特
有
の
歴
史
的
経
験
の
な
か
で
強
力
な

帰
属
意
識
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。
と
り
わ
け
、
南
北
分
断
に
よ
っ

て
切
り
離
さ
れ
た
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
カ
ト
リ
ッ
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に

と
っ
て
、
教
会
は
最
も
統
合
力
を
持
つ
存
在
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
年
代
、

性
別
、
関
心
の
人
び
と
に
む
け
て
提
供
さ
れ
る
教
育
、
社
会
、
文
化
、
政

治
な
ど
の
活
動
拠
点
で
あ
っ
た
。

　

今
日
で
は
、
教
会
は
も
は
や
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
結
束
さ
せ
、
代
表
す

る
唯
一
の
機
関
で
は
な
く
な
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

へ
の
帰
属
感
を
も
た
ら
す
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

信
仰
を
個
人
の
プ
ラ
イ
ヴ
ェ
イ
ト
な
行
為
と
と
ら
え
て
い
た
と
し
て
も
、

習
慣
と
し
て
、あ
る
い
は
社
交
の
一
貫
と
し
て
教
会
に
赴
く
。
あ
る
い
は
、

普
段
は
ま
っ
た
く
ミ
サ
に
参
加
し
て
い
な
い
カ
ッ
プ
ル
が
、
教
会
で
式
を

挙
げ
、
子
供
に
聖
体
拝
領
を
受
け
さ
せ
る
。
こ
れ
ら
の
宗
教
的
儀
式
は
、

北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
カ
ト
リ
ッ
ク
に
と
っ
て
、（
一
部
の
福
音
主
義
的
な
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
集
団
を
例
外
と
し
て
）
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
よ
り
も
、
よ
り
重

要
性
を
持
つ
。
な
ぜ
な
ら
、
信
仰
の
中
味
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た

と
し
て
も
、
何
ら
か
の
宗
教
的
実
践
に
か
か
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、〈
カ

ト
リ
ッ
ク
〉
の
一
員
た
り
え
る
か
ら
で
あ
る
。

（
３
）
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
と
っ
て
の
宗
教     

　

こ
れ
に
対
し
て
、
教
会
の
役
割
や
宗
教
的
実
践
は
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
お
い
て
そ
れ
ほ
ど
重
要
性
を
持
た
な
い
17
。
礼
拝

へ
の
参
加
者
が
カ
ト
リ
ッ
ク
と
比
較
し
て
少
な
い
こ
と
、
ひ
と
く
ち
に
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
い
っ
て
も
百
近
く
の
諸
宗
派
に
ま
た
が
っ
て
い
る
こ

と
な
ど
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
一
体
性
に
対
し
て
、
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
の
分
裂
・
断
片
化
が
指
摘
さ
れ
る
の
も
う
な
ず
け
る
だ
ろ
う
。
か

わ
り
に
重
視
さ
れ
る
の
が
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
神
学
な
ど
の
宗
教
的
概
念

で
あ
る
。

　

宗
教
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
自
己
と
他
者
に
つ
い
て
の
諸
概
念
を
め
ぐ

る
一
体
系
で
あ
り
、宗
教
的
規
範
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、

現
在
に
お
い
て
強
い
宗
教
的
信
条
を
持
た
ず
、
宗
教
的
実
践
を
お
こ
な

わ
な
い
者
に
と
っ
て
も
、
し
ば
し
ば
幼
少
期
に
慣
れ
親
し
ん
だ
宗
教
的
な

コ
ー
ド
や
シ
ン
ボ
ル
が
世
界
を
理
解
す
る
う
え
で
の
手
が
か
り
と
な
る

点
で
、
宗
教
の
社
会
的
重
要
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、「
自
由(liberty)

」
や
「
誠
実
さ(honesty)

」
と
い
っ
た
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
根
底
を
成
す
概
念
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
権

威
主
義
か
ら
解
放
さ
れ
た
個
人
の
機
会
と
選
択
の
自
由
や
、
潔
白
・
禁

酒
・
勤
勉
・
道
徳
と
い
っ
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
倫
理
を
あ
ら
わ
す
と
同

時
に
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
／
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
け
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
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の
「
優
位
性
」
や
「
正
当
性
」
を
保
証
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
を
差
異
化
し
排

除
す
る
も
の
と
し
て
機
能
し
て
き
た
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
宗
教
的
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
に
お
け
る
こ
う
し
た
反
カ
ト
リ
ッ
ク
主
義
は
、
彼
ら
の
政
治
的

立
場
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。

　

主
と
し
て
福
音
主
義
的
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
と
っ
て
、
神
学
上
の
信

条
は
、
政
治
的
に
重
要
な
も
の
と
な
る
。
保
守
的
な
福
音
主
義
は
強
固
な

反
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
と
結
び
つ
い
て
お
り
、
ま
た
、
終
末
論
に
か
か
わ
る
宗

教
的
概
念
は
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
け
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
政
治
状

況
を
解
釈
す
る
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。「
包
囲
の
心
理
」
18
を
伴
っ

た
こ
れ
ら
の
解
釈
に
も
と
づ
く
政
治
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
過
激
派
と
し

て
名
を
馳
せ
た
イ
ア
ン
・
ペ
イ
ズ
リ
ー
19
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
頑
迷

で
非
妥
協
的
な
ス
タ
ン
ス
を
と
る
も
の
に
な
り
う
る
。

　

こ
う
し
て
み
る
な
ら
、〈
カ
ト
リ
ッ
ク
〉
に
と
っ
て
の
宗
教
と
は
、
人

び
と
が
つ
な
が
り
あ
う
た
め
の
実
践
的
な
場
を
提
供
し
、
集
団
と
し
て
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
に
大
き
く
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

他
方
で
、〈
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
〉
に
と
っ
て
の
宗
教
と
は
、
集
団
よ
り
も

む
し
ろ
個
人
と
し
て
の
生
き
方
や
規
範
に
価
値
を
提
供
す
る
と
言
え
る

だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
宗
教
は
、
そ
れ
単
独
で
は
紛
争
を
形
成
す

る
要
因
と
は
な
ら
な
い
が
、「
分
断
社
会
」
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
へ
の
帰
属
意
識
や
、
そ
こ
で
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
の
あ
り
方
に
内
実
を
与
え
る
も
の
な
の
で
あ
る
。             

　

こ
こ
へ
き
て
、
前
に
述
べ
た
問
い
に
対
す
る
答
え
が
よ
う
や
く
明
ら
か

に
な
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に

お
け
る
〈
二
つ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
〉
を
ど
の
よ
う
に
名
付
け
る
か
と
い
う

問
い
、
そ
し
て
、
な
ぜ
そ
れ
が
〈
カ
ト
リ
ッ
ク
〉
と
〈
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
〉

で
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
宗
教
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
で
そ
の
影
響
力
の
あ
り
方
が
異
な
り
つ
つ
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
政
治
的
立
場
に
も
増
し
て
、
人
び
と
の
生
活
の
隅
々

に
深
く
浸
透
し
て
い
る
。
宗
教
的
実
践
や
信
仰
の
あ
り
方
に
は
違
い
が

あ
る
と
し
て
も
、
宗
教
は
そ
れ
が
人
び
と
の
生
活
に
よ
り
密
着
し
て
い

る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
け
る
〈
二
つ
の
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
〉
を
名
指
す
も
の
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
ラ
ベ
ル
と
な
る
。
決

定
的
な
言
語
上
の
、
あ
る
い
は
人
種
に
お
け
る
違
い
を
持
た
な
い
が
た
め

に
、
宗
教
は
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
け
る
差
異
を
標
榜
す
る
う
え
で
、
社

会
的
に
き
わ
め
て
重
要
な
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
20
。

お
わ
り
に

　

北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
い
て
、
宗
教
は
個
人
お
よ
び
集
団
的
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
の
形
成
に
影
響
を
も
た
ら
す
が
、
そ
の
度
合
い
は
さ
ま
ざ
ま
で

あ
る
。
宗
教
は
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
い
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
帰

属
意
識
を
語
る
う
え
で
欠
か
せ
な
い
要
素
で
あ
り
、
た
ん
な
る
区
分
け
の

ラ
ベ
ル
と
し
て
あ
る
の
み
で
は
な
い
内
実
を
も
っ
て
さ
ま
ざ
ま
に
機
能

し
て
い
る
。
し
か
し
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
の
宗
教
を
語
る
こ
と

の
難
し
さ
は
、
信
仰
の
あ
り
方
そ
の
も
の
が
大
き
く
変
容
し
つ
つ
あ
る
現

代
世
界
を
映
し
出
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
多
く
の

説
明
を
重
ね
る
こ
と
で
よ
う
や
く
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
も
の
と
言
え

る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
い
て
〈
カ
ト
リ
ッ
ク
〉
あ

る
い
は
〈
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
〉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
な
経

験
を
生
き
る
か
と
い
う
こ
と
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
の
だ
。
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宗
教
は
紛
争
の
直
接
の
要
因
で
は
な
い
が
、
紛
争
の
背
景
と
な
る
分
断

を
か
た
ち
づ
く
っ
て
き
た
。
し
ば
し
ば
カ
ト
リ
ッ
ク
／
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

と
い
う
区
分
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
／
ユ
ニ
オ
ニ
ス
ト
と
い
う
政
治
的
要

求
に
よ
る
区
分
と
同
義
で
あ
る
か
の
よ
う
に
み
な
さ
れ
る
が
、
両
者
は
必

ず
し
も
イ
コ
ー
ル
で
結
べ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
両
者
が
あ
た
か

も
同
義
で
あ
る
か
の
よ
う
に
み
な
さ
れ
、
互
い
に
対
立
さ
せ
ら
れ
る
こ
と

こ
そ
が
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
け
る
事
態
を
硬
直
化
さ
せ
て
き
た
原
因

の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。「
分
断
社
会
」
に
根
ざ
し
た
宗
教
的
な
ラ
ベ
ル
が

暴
力
に
つ
な
が
っ
て
い
く
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
批
判
的
に
と
ら
え
る
こ
と
、
そ

れ
こ
そ
が
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
紛
争
に
お
い
て
宗
教
の
役
割
を
過
大
／
過
小
評

価
せ
ず
に
、
問
題
を
普
遍
的
な
課
題
へ
と
開
い
て
い
く
手
が
か
り
に
な
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
注

１　

こ
の
法
律
に
よ
っ
て
、
内
務
大
臣
は
、
集
会
・
行
進
の
禁
止
、
団
体
・
結
社
の
非

合
法
化
、
新
聞
・
出
版
物
の
発
禁
、
夜
間
外
出
の
禁
止
、
検
屍
の
停
止
、
財
産
の
収

用
・
移
動
・
破
壊
、
特
定
地
域
か
ら
の
住
民
排
除
、
裁
判
な
し
で
の
無
期
限
の
容
疑

者
拘
禁
（
イ
ン
タ
ー
ン
メ
ン
ト
）
な
ど
を
、
治
安
の
維
持
と
い
う
理
由
で
実
施
す
る

権
限
を
も
ち
、
ア
ル
ス
タ
ー
警
察
が
そ
れ
ら
を
実
行
し
た
。
こ
れ
ら
の
取
り
締
ま
り

は
、
主
に
カ
ト
リ
ッ
ク
、
と
り
わ
け
Ｉ
Ｒ
Ａ
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

２　
〈
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
〉〈
ユ
ニ
オ
ニ
ス
ト
〉
と
し
て
の
政
治
目
的
を
武
力
を
用
い
て

で
も
達
成
し
よ
う
と
す
る
勢
力
を
そ
れ
ぞ
れ
〈
リ
パ
ブ
リ
カ
ン
〉〈
ロ
イ
ヤ
リ
ス
ト
〉

と
呼
ぶ
。
前
者
に
は
様
々
な
分
派
を
持
つ
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
共
和
軍
（
Ｉ
Ｒ
Ａ
）、
後
者

に
は
ア
ル
ス
タ
ー
義
勇
軍
（
Ｕ
Ｖ
Ｆ
）、
ア
ル
ス
タ
ー
防
衛
協
会
（
Ｕ
Ｄ
̖
）
な
ど
が

あ
る
。

３　

た
と
え
ば
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
は
教
会
の
か
わ
り
に
修
道
院
が
宗
教
的
拠
点
と
し

て
発
達
し
た
。
西
ロ
ー
マ
帝
国
の
崩
壊
後
、
相
対
的
に
平
和
と
繁
栄
を
享
受
し
て
い

た
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
、「
聖
者
と
学
者
の
島
」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の

宗
教
・
文
化
の
中
心
と
な
り
、
逆
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
に
キ
リ
ス
ト
教
布
教
の
た
め

の
修
道
士
を
数
多
く
送
り
出
し
た
。

４　

C
laire M

itchell, R
eligion, Identity and P

olitics in N
orthern Ireland: 

Boundaries of Belonging and Belief, H
am

pshire: A
shgate, 2006, pp. 33-34.

５　

こ
こ
で
の
議
論
の
詳
細
お
よ
び
背
景
と
な
る
暴
力
の
経
験
に
つ
い
て
は
、
尹
慧
瑛

『
暴
力
と
和
解
の
あ
い
だ

─
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
紛
争
を
生
き
る
人
び
と
』
法
政
大
学

出
版
局
、
二
〇
〇
七
年
の
第
二
章
を
参
照
の
こ
と
。

６　
「
居
住
区
の
分
離
」
と
は
、
そ
の
地
区
に
お
け
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
の
割
合

が
全
世
帯
の
一
〇
％
以
下
で
あ
る
状
況
を
さ
し
、
首
都
ベ
ル
フ
ァ
ス
ト
で
は
ほ
ぼ

一
〇
〇
％
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
全
体
で
は
七
一
％
の
居
住
区
が
分
離
し
て
い
る
こ
と

に
な
る
。N

orthern Ireland H
ousing Executive, Tow

ards a C
om

m
unity Relations 

Strategy - A C
onsultation Paper M

ay 1999 (http://w
w

w.nihe.gov.uk/publications/

reports/com
m

unity_relations_strategy.pdf).

７　

こ
の
、〈
二
つ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
〉
を
分
け
る
共
通
の
境
界
線
／
境
界
領
域
は
、
具

体
的
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
か
た
ち
を
と
る
。
第
一
は
、
あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
、
も

う
一
方
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
ぐ
る
り
と
取
り
囲
ま
れ
て
い
る
「
飛
び
地
（enclave

）」、

第
二
は
、
壁
や
そ
の
他
、
何
ら
か
の
物
理
的
な
障
壁
、
あ
る
い
は
目
印
に
よ
っ
て
は
っ

き
り
と
分
け
ら
れ
て
い
る
「
分
割
地
（split

）」、
第
三
は
、
混
住
地
区
が
二
つ
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
分
け
て
い
る
「
緩
衝
地
帯
（buffer zone

）」
で
あ
る
。N

eil Jarm
an 

and C
hris O

'H
alloran, Peacelines or Battlefields?: Responding to Violence in 

Interface Areas, B
elfast: C

om
m

unity D
evelopm

ent C
entre, 2000, pp. 7-8.

８　

教
育
の
現
場
か
ら
こ
の
よ
う
な
分
離
を
乗
り
超
え
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
さ
ま
ざ
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ま
に
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
一
九
九
三
年
以
降
、
す
べ
て
の
学
校
で
必

須
と
な
っ
た
「
相
互
理
解
教
育
（
Ｅ
Ｍ
Ｕ
）」
と
「
文
化
遺
産
」
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
、

互
い
の
伝
統
や
歴
史
、
文
化
を
学
ぶ
こ
と
を
目
的
と
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
り
、
そ

れ
ら
を
通
じ
た
学
校
間
の
交
流
活
動
は
、
一
九
九
九
年
ま
で
に
初
等
学
校
の
三
分
の

一
、
中
等
学
校
の
半
数
以
上
で
実
施
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
は
、

ど
ち
ら
の
宗
派
に
も
偏
ら
な
い
統
合
学
校
が
登
場
し
、
そ
の
数
は
年
々
増
加
し
て
い

る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
効
果
的
な
実
施
方
法
や
、
指
導
に
あ

た
る
教
育
者
の
養
成
、
ま
た
、
統
合
学
校
に
か
か
る
コ
ス
ト
や
絶
対
数
の
少
な
さ
な

ど
、
依
然
と
し
て
多
く
の
課
題
が
あ
る
。

９　

一
九
七
六
年
に
は
、
宗
派
や
政
治
的
立
場
に
も
と
づ
い
た
雇
用
差
別
を
防
ぐ
目
的

で
雇
用
機
会
均
等
法
が
施
行
さ
れ
た
が
、
企
業
、
公
共
部
門
と
も
に
反
応
は
鈍
く
、

職
場
分
離
の
傾
向
は
依
然
と
し
て
つ
づ
い
た
。
こ
れ
を
ふ
ま
え
て
、
一
九
八
九
年
の

雇
用
機
会
均
等
法
は
、
企
業
へ
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
制
度
化
し
、
二
六
人
以
上
の
従

業
員
を
抱
え
る
す
べ
て
の
雇
用
主
（
一
九
九
二
年
よ
り
一
一
人
以
上
に
変
更
）
は
、

職
場
に
お
け
る
宗
派
別
構
成
を
雇
用
機
会
均
等
委
員
会
（
Ｆ
Ｅ
Ｃ
）
に
毎
年
報
告
す

る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
。
大
企
業
や
公
共
部
門
の
場
合
は
、
こ
れ
に
求
職
者
の

宗
派
別
の
調
査
も
加
わ
る
。

10　

世
俗
化
が
す
す
み
、
ま
た
結
婚
の
か
た
ち
が
多
様
化
し
つ
つ
あ
る
現
在
に
お
い
て

は
、
こ
う
し
た
カ
ッ
プ
ル
の
多
く
が
同
居
と
い
う
か
た
ち
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を

と
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
ま
た
、
異
宗
派
間
の
結
婚
を
支
援
す
る
団
体
と
し
て
は
、

一
九
七
四
年
に
設
立
さ
れ
たN

orthern Ireland M
ixed M

arriage A
ssociation

（
Ｎ

Ｉ
Ｍ
Ｍ
̖
）
が
あ
る
。

11　

C
om

m
unity R

elations C
ouncil, W

hat is Sectarianism
 (http://w

w
w.com

m
unity-

relations.org.uk/resources/w
hat-is-sectarianism

/).

12　

M
itchell, op.cit., pp. 65-66.

13　

紛
争
社
会
に
お
い
て
は
、「
無
回
答
」
や
、
実
際
と
は
異
な
る
回
答
を
よ
り
ひ
き

だ
し
や
す
い
と
い
う
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。John W

hyte, Interpreting N
orthern 

Ireland, O
xford: O

xford U
niversity Press, 1990, p. 4.

14　

北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
政
治
的
対
立
に
お
け
る
宗
教
的
側
面
を
強
調
し
た
も
の
と
し

て
はJohn H

ickey, Religion and the N
orthern Ireland Problem

, N
ew

 Jersey: G
ill 

and M
acm

illan, 1984; Steve B
ruce, G

od Save U
lster!: The Religion and Politics 

of Paisleyism
, O

xford: O
xford U

niversity Press, 1986

が
あ
る
。

15　

ち
な
み
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
共
和
国
で
は
、
一
九
七
五
年
に
八
五
％
だ
っ
た
割
合
が

二
〇
〇
四
年
に
は
六
〇
％
に
減
少
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
依
然
と
し
て
西
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
お
い
て
は
最
も
高
い
水
準
で
あ
る
。U

SA Today (http://w
w

w.usatoday.com
/

new
s/w

orld/2005-08-10-europe-religion-cover_x.htm
).

16　

M
itchell, op.cit., p.36.

17　

し
か
し
、
世
俗
化
さ
れ
た
宗
教
的
実
践
と
も
い
え
る
、
最
大
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

組
織
で
あ
る
オ
レ
ン
ジ
・
オ
ー
ダ
ー
に
よ
る
パ
レ
ー
ド
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
・
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
と
っ
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。

18　

北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
／
ユ
ニ
オ
ニ
ス
ト
は
、「
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
統

一
を
画
策
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
／
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
／
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
共
和
国
」や「
い

つ
自
分
た
ち
を
裏
切
る
か
わ
か
ら
な
い
イ
ギ
リ
ス
」
な
ど
に
取
り
囲
ま
れ
た
心
理
的

恐
怖
を
つ
ね
に
抱
え
て
き
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
「
包
囲
の
心
理
」
の
歴
史
的
分
析
に

つ
い
て
は
、
尹
、
前
掲
書
、
第
３
章
を
参
照
の
こ
と
。

19　

イ
ア
ン
・
ペ
イ
ズ
リ
ー
は
、
ア
ル
ス
タ
ー
自
由
プ
レ
ズ
ビ
テ
リ
ア
ン
教
会
（Free 

Presbyterian C
hurch of  U

lster

）
の
創
設
者
で
あ
り
、
ま
た
、
一
九
七
一
年
に
は
急

進
派
の
民
主
ユ
ニ
オ
ニ
ス
ト
党
（
Ｄ
Ｕ
Ｐ
）
を
結
成
し
た
ロ
イ
ヤ
リ
ス
ト
の
象
徴
的

存
在
で
あ
る
。
和
平
合
意
以
降
、と
く
に
労
働
者
階
級
か
ら
の
支
持
が
一
段
と
高
ま
っ

た
こ
と
で
第
一
党
と
な
り
、
二
〇
〇
七
年
五
月
に
再
開
し
た
自
治
政
府
で
は
首
相
に

就
任
し
た
。
こ
の
ペ
イ
ズ
リ
ー
主
義
を
分
析
し
た
も
の
と
し
て
、B

ruce, op.cit.

が

あ
る
。
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20　
M

itchell, op.cit., p.137.


