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　「
宗
教
」
概
念
は
い
か
に
し
て
発
明
さ
れ
た
の
か
？
　
こ
れ
が
本
書
に
お
け

る
中
心
的
な
問
い
で
あ
る
︒
近
年
に
入
り
︑
こ
れ
ま
で
自
明
な
も
の
と
さ
れ

て
き
た
概
念
に
関
し
て
︑
そ
れ
が
実
は
近
代
に
入
っ
て
発
明
・
構
築
さ
れ
た

も
の
で
あ
っ
て
︑
そ
の
た
め
そ
う
い
っ
た
概
念
を
自
明
視
す
る
立
場
は
何
ら

か
の
政
治
性
を
帯
び
て
い
る
︑
と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き

た
︒
例
え
ば
︑
そ
の
先
駆
的
か
つ
代
表
的
な
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
︑

も
は
や
古
典
と
言
っ
て
も
い
い
エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
ー
ド
に
よ
る
オ
リ
エ
ン

タ
リ
ズ
ム
批
判
で
あ
る
︒
サ
イ
ー
ド
は
︑
オ
リ
エ
ン
ト
（
東
洋
）
と
オ
ク
シ

デ
ン
ト
（
西
洋
）
と
い
う
概
念
が
︑
両
者
を
二
項
対
立
的
に
分
類
し
つ
つ
オ

リ
エ
ン
ト
を
劣
位
に
配
置
す
る
こ
と
で
︑
オ
ク
シ
デ
ン
ト
の
側
は
自
ら
を
植

民
地
主
義
を
遂
行
す
る
主
体
と
し
て
立
ち
上
げ
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の

だ
︑
と
批
判
し
た
︒
ま
た
︑
そ
れ
以
外
に
は
例
え
ば
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン

ダ
ー
ソ
ン
に
よ
る
「
想
像
の
共
同
体
」
論
も
︑
同
様
の
批
判
を
遂
行
し
て
い

る
代
表
的
な
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ
う
︒
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
︑
国
民
国
家

の
枠
組
み
で
は
自
明
と
さ
れ
て
い
る
民
族
文
化
共
同
体
の
存
在
と
︑
そ
う

い
っ
た
共
同
体
へ
の
帰
属
意
識
で
あ
る
「
国
民
意
識
」
に
つ
い
て
︑
そ
れ
が

近
代
に
お
け
る
出
版
市
場
の
広
が
り
な
ど
に
よ
っ
て
初
め
て
そ
の
構
築
が
可

能
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
︑
と
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
︒
こ
の
よ
う
に
︑
近

代
に
入
り
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
握
り
つ
つ
あ
っ
た
様
々
な
レ
ベ
ル
の
権
力
体
が
︑

そ
の
存
在
を
正
当
化
す
る
た
め
に
特
定
の
概
念
を
構
築
し
︑
そ
れ
ら
が
あ
た

か
も
自
然
な
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と

が
︑
批
判
の
対
象
と
な
り
始
め
た
の
で
あ
る
︒
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こ
の
よ
う
な
批
判
の
背
景
に
は
︑
構
造
主
義
以
降
の
フ
ラ
ン
ス
現
代
思
想

や
︑
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
批
判
理
論
の
影
響
が
あ

る
︒
例
え
ば
︑
サ
イ
ー
ド
は
明
確
に
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
を
意
識
し
て
い

る
が
︑
そ
れ
は
フ
ー
コ
ー
が
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
お
い
て
異
な
っ
た
認
識
枠

組
（
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
）
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
︑
あ
る
概
念
に

対
す
る
我
々
の
理
解
の
仕
方
が
時
代
を
超
え
て
妥
当
す
る
と
い
う
考
え
は
︑

そ
の
概
念
の
存
在
自
体
も
含
め
て
極
め
て
疑
わ
し
い
と
主
張
し
た
か
ら
で

あ
っ
た
︒
フ
ー
コ
ー
に
限
ら
ず
︑
概
念
そ
の
も
の
の
持
つ
多
義
性
や
流
動
性

に
焦
点
を
あ
て
︑
現
在
の
支
配
的
な
言
説
状
況
が
︑
い
か
に
そ
の
多
義
性
や

流
動
性
を
抑
圧
す
る
こ
と
で
構
築
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
︑
批
判

的
に
分
析
す
る
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
︑
フ
ラ
ン
ス
現
代
思
想
の
大
き
な
特
徴

で
あ
っ
た
︒
ま
た
︑
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
に
お
い
て
も
︑
テ
オ
ド
ー
ル
・

ア
ド
ル
ノ
な
ど
の
初
期
の
理
論
家
た
ち
に
よ
っ
て
問
題
と
さ
れ
た
の
は
︑
進

歩
と
自
由
を
旗
印
に
し
た
近
代
啓
蒙
主
義
が
︑
植
民
地
主
義
と
と
も
に
い
か

に
野
蛮
と
抑
圧
へ
と
転
化
し
て
い
く
の
か
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
︒
そ
こ

で
は
︑
西
洋
に
お
い
て
理
想
を
達
成
す
る
自
明
な
も
の
と
さ
れ
て
い
た
近
代

的
理
念
が
︑
そ
れ
と
は
裏
腹
に
︑
植
民
地
主
義
を
正
当
化
し
て
し
ま
う
暴
力

的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
厳
し
く
問
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
こ

の
両
者
に
通
底
す
る
あ
る
一
つ
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
︑
本
質
主

義
へ
の
批
判
で
あ
り
︑
そ
れ
は
何
ら
か
の
本
質
が
存
在
す
る
と
見
な
す
こ
と

こ
そ
が
︑
あ
る
事
柄
に
関
す
る
自
明
性
を
支
え
る
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
︒
例

え
ば
︑「
近
代
は
本
質
的
に
進
歩
的
で
あ
る
」
と
い
っ
た
認
識
や
︑「
日
本
人

は
昔
か
ら
平
和
を
愛
し
て
き
た
」
な
ど
と
い
っ
た
よ
う
な
認
識
で
あ
る
︒
こ

れ
ら
の
よ
う
な
自
明
な
も
の
︑
あ
る
い
は
本
質
的
な
も
の
の
存
在
を
疑
う
こ

と
︑
そ
し
て
近
代
性
の
持
つ
暴
力
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
︑
と
い
っ
た
批

判
的
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
影
響
を
受
け
る
こ
と
で
︑
サ
イ
ー
ド
や
ア
ン
ダ
ー
ソ

ン
な
ど
に
よ
る
近
代
概
念
批
判
も
ま
た
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

　
こ
う
い
っ
た
フ
ラ
ン
ス
現
代
思
想
や
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
に
端
を
発
す

る
批
判
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
︑
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
や
ポ
ス
ト
コ

ロ
ニ
ア
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
と
い
っ
た
研
究
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
︒
カ

ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
は
も
と
も
と
イ
ギ
リ
ス
で
発
展
し
た
も
の
だ

が
︑
そ
こ
で
は
人
種
と
階
級
お
よ
び
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
問
題
が
複
雑
に
交
錯
す

る
審
級
と
し
て
文
化
が
問
わ
れ
て
い
る
︒
ロ
ン
ド
ン
や
パ
リ
︑
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
あ
る
い
は
東
京
な
ど
と
い
っ
た
都
市
は
︑
植
民
地
宗
主
国
の
首
都
と
し
て

多
く
の
旧
植
民
地
出
身
の
人
が
居
住
し
て
お
り
︑
近
代
に
よ
る
解
放
の
恩
恵

に
与
っ
た
人
と
そ
の
暴
力
に
翻
弄
さ
れ
た
人
が
︑
言
い
換
え
れ
ば
人
種
間
や

階
級
お
よ
び
ジ
ェ
ン
ダ
ー
間
の
格
差
に
基
づ
く
対
立
が
そ
の
間
で
常
に
生
じ

る
危
機
の
渦
中
に
い
る
人
々
が
︑
同
じ
空
間
で
生
き
遭
遇
し
て
い
る
こ
と
に

な
る
︒
そ
の
よ
う
な
状
況
で
は
︑
支
配
的
な
人
々
に
と
っ
て
の
自
明
性
に
対

し
て
常
に
疑
問
が
投
げ
か
け
ら
れ
る
契
機
が
存
在
し
て
お
り
︑
そ
う
い
っ
た

契
機
が
文
化
を
つ
う
じ
て
ど
の
よ
う
に
生
成
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
︑

カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
や
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
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は
常
に
問
題
に
し
て
き
た
の
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
︑
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
︑

旧
植
民
地
で
あ
っ
た
国
家
に
お
い
て
自
明
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
概
念
（
例

え
ば
イ
ン
ド
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
な
ど
）
で
す
ら
も
︑
そ
れ
が
歴
史
的
に
旧
宗

主
国
へ
の
抵
抗
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
し

て
も
︑
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
は
批
判
的
考
察
の
対
象
に
し

て
き
た
の
で
あ
る
︒

　
こ
の
よ
う
な
潮
流
を
引
き
受
け
た
形
で
︑
主
に
北
米
を
中
心
と
し
た
英
語

圏
に
お
い
て
︑
日
本
研
究
は
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
展
開
を
遂
げ
た
の
で
あ
っ

た
︒
そ
れ
は
主
に
シ
カ
ゴ
大
学
の
歴
史
学
部
を
中
心
に
発
展
し
︑
そ
れ
ま
で

の
日
本
を
本
質
的
に
欧
米
と
異
な
っ
た
東
洋
の
民
族
文
化
を
持
つ
人
々
で
あ

る
と
捉
え
る
議
論
（
日
本
特
殊
性
論
）
や
︑
あ
る
い
は
来
た
る
べ
き
近
代
化
の

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
未
だ
完
成
し
き
れ
て
い
な
い
人
々
で
あ
る
と
捉
え
る
よ
う

な
議
論
（
近
代
化
論
）
に
対
し
て
︑
強
い
批
判
を
加
え
た
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑

「
東
洋
」
や
「
民
族
（
的
伝
統
）
文
化
」︑
あ
る
い
は
「
近
代
性
」
と
い
っ
た

こ
と
に
対
し
て
︑
そ
の
自
明
性
を
批
判
し
つ
つ
︑「
日
本
」
な
る
も
の
が
実
体

化
さ
れ
る
こ
と
の
背
景
に
権
力
が
作
用
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の

で
あ
っ
た
︒
そ
れ
は
︑
言
い
換
え
れ
ば
既
存
の
「
日
本
」
の
歴
史
研
究
は
そ

れ
が
「
日
本
」
と
い
う
存
在
を
自
明
視
し
て
い
る
以
上
︑
権
力
と
隠
れ
た
形

で
共
犯
関
係
に
陥
っ
て
い
る
と
指
摘
し
た
上
で
︑
そ
う
い
っ
た
共
犯
関
係
に

抗
う
よ
う
な
歴
史
研
究
の
必
要
性
を
︑
提
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

　
そ
し
て
︑
こ
の
よ
う
な
文
脈
に
お
い
て
は
︑「
宗
教
」
概
念
も
ま
た
同
様
に
︑

近
代
に
お
け
る
権
力
体
が
自
ら
の
存
在
を
正
当
化
す
る
た
め
に
︑
発
明
・
構

築
し
た
も
の
な
の
で
は
な
い
の
か
と
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
そ
れ
は
既

に
︑
タ
ラ
ル
・
ア
サ
ド
な
ど
に
よ
っ
て
た
て
ら
れ
た
問
い
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑

そ
れ
が
日
本
の
場
合
に
は
︑
近
代
国
民
国
家
と
し
て
の
大
日
本
帝
国
の
成
立

と
相
関
し
て
︑
ど
の
よ
う
に
起
こ
っ
た
の
か
︒
こ
の
よ
う
な
問
い
が
当
然
の

成
り
行
き
と
し
て
︑
欧
米
に
お
け
る
日
本
研
究
の
文
脈
か
ら
は
生
じ
て
く
る

は
ず
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
そ
っ
た
先
駆
的
研
究
が
︑

磯
前
順
一（

1
）

や
あ
る
い
は
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
ケ
テ
ラ
ー（

2
）

な
ど
に
よ
っ
て
既
に
な
さ

れ
て
い
る
︒
そ
れ
で
は
︑
本
書T

he Invention of Religion in Japan

に
お
い
て

は
ど
の
よ
う
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒
著
者
︑Jason 

Ā
nanda Josephson

は
︑
本
書
を
ア
サ
ド
や
磯
前
の
議
論
を
引
き
継
ぎ
つ
つ
︑

特
に
磯
前
の
議
論
に
お
い
て
見
ら
れ
る
欠
点
（deficiency

）
あ
る
い
は
弱
点

（w
eak point

）
を
治
療
（rem

edy

）
す
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
が
︑

は
た
し
て
本
当
に
治
療
で
き
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒

　Josephson

に
よ
れ
ば
︑
世
俗
は
宗
教
と
の
二
項
対
立
に
よ
っ
て
成
立
し
て

い
る
の
は
な
く
て
︑
む
し
ろ
世
俗
・
迷
信
・
宗
教
と
い
う
︑
三
項
対
立
に

よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
と
い
う
︒
ア
サ
ド
に
よ
れ
ば
︑
世
俗
権
力
は
︑
宗
教

を
個
人
の
信
念
の
問
題
だ
と
し
て
私
的
な
空
間
へ
と
追
い
や
る
一
方
で
︑
自

ら
を
公
的
な
領
域
に
関
わ
る
原
理
を
保
持
す
る
も
の
と
し
て
提
示
す
る
こ
と

で
︑
そ
の
支
配
を
正
当
化
し
て
き
た
︒
そ
れ
に
対
し
てJosephson

は
︑
世
俗

権
力
が
ま
ず
禁
止
と
い
う
形
で
迷
信
を
取
り
締
ま
っ
た
後
︑
そ
の
迷
信
か
ら
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は
外
れ
る
が
し
か
し
そ
れ
で
も
世
俗
と
は
相
容
れ
な
い
信
念
が
見
出
さ
れ
︑

そ
れ
こ
そ
が
宗
教
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
︒

つ
ま
り
︑
否
定
の
否
定
こ
そ
が
︑
宗
教
と
い
う
概
念
の
成
立
で
あ
る
︑
と
い

う
の
だ
︒
こ
の
議
論
は
大
変
説
得
的
で
あ
り
︑
本
書
の
大
半
は
︑
こ
う
い
っ

た
形
で
宗
教
と
い
う
概
念
が
近
代
日
本
に
お
い
て
成
立
し
て
い
っ
た
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
の
︑
詳
細
な
歴
史
的
分
析
に
割
か
れ
て
い
る
︒

　
だ
が
︑
本
書
を
つ
う
じ
てJosephson

の
議
論
に
対
し
て
感
じ
る
最
大
の
疑

問
点
が
︑
ア
サ
ド
や
磯
前
の
議
論
に
対
す
る
彼
の
批
判
が
︑
彼
ら
が
世
俗
権

力
を
あ
た
か
も
何
の
宗
教
的
信
念
も
押
し
付
け
な
い
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う

に
論
じ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
な
さ
れ
て
い
る
︑
と
い
う
こ
と
だ
︒
そ
も
そ

も
︑
ア
サ
ド
や
磯
前
に
と
っ
て
問
題
で
あ
っ
た
の
は
︑
何
を
も
っ
て
宗
教
的

信
念
で
あ
り
︑
何
を
も
っ
て
世
俗
的
な
信
念
で
あ
る
と
す
る
か
︑
と
い
う
こ

と
の
境
界
線
を
引
く
こ
と
自
体
が
世
俗
的
権
力
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
︑

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
そ
の
意
味
で
は
︑
世
俗
権
力
も
場
合

に
よ
っ
て
は
宗
教
的
信
念
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
よ
う
な
信
念
を
強
制
し
て
く

る
こ
と
を
︑
彼
ら
も
ま
た
考
慮
し
て
お
り
︑
そ
の
点
に
お
い
てJosephson

と

特
に
変
わ
り
は
な
い
は
ず
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
点
を
誤
解
し
た
結
果
︑

Josephson

は
神
道
を
世
俗
の
側
に
組
み
入
れ
て
し
ま
う
︒
国
家
神
道
と
い
う

言
葉
を
あ
え
て
さ
け
つ
つ
︑
神
道
世
俗
主
義
と
い
う
言
葉
を
採
用
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
︑Josephson

は
近
代
日
本
の
国
家
体
制
は
あ
る
種
の
特
定
の
宗
教

的
信
念
を
世
俗
権
力
が
押
し
付
け
て
く
る
国
家
と
し
て
︑
そ
し
て
そ
れ
は
実

際
に
は
近
代
西
洋
の
世
俗
主
義
国
家
に
お
い
て
は
あ
り
ふ
れ
た
も
の
で
あ
る

と
し
て
︑
議
論
し
て
し
ま
う
の
だ
︒
だ
が
︑
国
家
神
道
の
問
題
は
︑
そ
れ
こ

そ
世
俗
と
宗
教
と
い
う
境
界
線
を
確
定
す
る
こ
と
よ
り
も
上
位
の
次
元
に
そ

れ
が
常
に
措
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
は
ず
だ
︒
世
俗
的
領
域
も
宗
教
的
領
域

も
︑
す
べ
て
を
包
摂
す
る
メ
タ
な
原
理
と
し
て
（
磯
前
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
︑

法
︱
外
な
存
在
と
し
て
）
機
能
し
て
き
た
こ
と
︑
こ
れ
が
国
家
神
道
に
お
け
る

天
皇
の
問
題
で
あ
る
︒Josephson

は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
何
も
議
論
を
展
開

し
な
い
ま
ま
︑
単
に
近
代
国
家
の
一
類
型
と
い
う
形
で
︑
神
道
と
国
家
の
関

係
の
問
題
を
処
理
し
て
し
ま
お
う
と
し
て
い
る
︒
だ
が
︑
そ
れ
で
は
な
ぜ

一
九
三
〇
年
代
か
ら
四
〇
年
代
の
日
本
に
お
い
て
︑
天
皇
と
神
道
そ
し
て
国

体
が
あ
れ
ほ
ど
ま
で
に
苛
烈
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
化
し
た
の
か
︑
説
明
で
き

な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
ま
た
︑
本
書
が
神
道
に
つ
い
て
は
論
じ
る
が
︑

天
皇
の
こ
と
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
論
じ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
も
︑
こ
の
よ
う

な
問
題
を
消
化
し
き
れ
て
い
な
い
︑
と
い
う
こ
と
の
証
左
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
︒

　
こ
の
意
味
で
は
︑
ア
サ
ド
や
磯
前
の
議
論
を
治
療
す
る
と
い
う
よ
り
も
︑

む
し
ろ
︑
彼
ら
が
最
も
問
題
と
し
て
い
た
こ
と
を
充
分
と
ら
え
き
れ
な
い
ま

ま
違
う
方
向
へ
と
向
か
っ
て
し
ま
っ
た
︑
と
い
う
の
が
本
書
な
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
︒
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