
世
俗
化
邑
お
け
る
宗
教
概
念
批
判
の
契
機

<
論
文
要
旨
>
本
稿
の
狙
い
は
、
世
俗
化
論
を
そ
れ
が
伴
っ
て
き
た
「
宗
教
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
に
つ
い
て
再
解
釈
す
る
と
と
も
に
、
宗
教
概
念

批
判
論
を
経
た
現
在
に
お
い
て
こ
の
問
い
が
持
っ
意
義
を
示
す
こ
と
に
あ
る
。

世
俗
化
論
と
称
さ
れ
て
き
た
諸
理
論
は
、
「
従
来
的
な
意
味
に
お
け
る
宗
教
」
と
「
従
来
見
逃
さ
れ
て
き
た
種
類
の
宗
教
」
の
双
方
を
捉
え
よ
う
と

す
る
上
で
、
宗
教
に
関
す
る
高
度
に
一
般
的
な
考
察
を
展
開
し
た
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
宗
教
復
興
現
象
へ
の
関
心
の
高
ま
り
や
、
宗

教
の
定
義
に
関
す
る
理
論
構
成
上
の
不
備
と
い
っ
た
理
由
か
ら
世
俗
化
論
に
対
す
る
批
判
が
強
ま
る
と
、
そ
れ
が
担
っ
て
き
た
宗
教
の
一
般
的
考
察
も

ま
た
回
避
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ま
た
近
年
で
は
、
系
譜
学
的
手
法
に
ょ
る
宗
教
概
念
批
判
論
に
ょ
っ
て
、
こ
の
概
念
の
学
的
な
使
用
自
体
が
問
題
視
さ
れ
て
き
て
も
い
る
。
し
か

し
、
適
切
な
理
論
的
前
提
の
下
で
は
、
近
現
代
社
会
に
つ
い
て
「
宗
教
と
は
何
か
」
を
問
う
視
点
は
、
系
譜
学
的
概
念
批
判
論
の
洞
察
を
深
め
な
が

ら
、
こ
れ
と
相
互
に
補
完
し
あ
う
社
会
学
的
宗
教
概
念
批
判
と
も
称
し
う
る
研
究
実
践
を
導
く
も
の
で
あ
る
。

<
キ
ー
ワ
ー
ド
>
世
俗
化
論
、
宗
教
社
△
至
子
、
宗
教
概
念
批
謂
、
宗
教
概
念
、
近
現
代
社
会

一
九
六
0
年
代
に
は
隆
盛
を
き
わ
め
て
い
た
い
わ
ゆ
る
世
俗
化
論
が
、
次
第
に
そ
の
一
般
理
論
と
し
て
の
意
義
を
疑
わ
れ
る
よ
う
に

な
り
、
か
わ
っ
て
ょ
り
堅
実
な
実
証
的
研
究
が
志
向
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
現
代
宗
教
社
会
学
史
の
重
要
な
転
機
と
一
般
に

目
さ
れ
て
い
る
。
一
九
八
0
年
頃
か
ら
以
降
は
ま
す
ま
す
と
諸
種
の
新
宗
教
運
動
や
宗
教
復
興
現
象
の
現
れ
が
注
目
を
集
め
る
よ
う
に

一
問
題
の
所
在

諸
岡
了
介
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な
り
、
世
界
の
「
再
聖
化
」
や
「
脱
世
俗
化
」
が
語
ら
れ
る
中
で
、
近
現
代
社
会
に
一
般
的
な
傾
向
と
し
て
世
俗
化
を
論
じ
る
し
か
た

は
、
か
つ
て
有
し
て
い
た
説
得
力
を
失
う
に
至
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
近
年
の
宗
教
学
を
席
捲
し
た
宗
教
概
念
批
判
論
の
後
で
は
、
宗
教
概
念
を
学
問
上
の
分
析
概
念
と
し
て
用
い
る
こ
と
自
体

゛
(
1
)
、

の
正
当
性
に
も
疑
問
が
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
宗
教
概
念
を
価
値
に
お
い
て
ニ
ユ
ー
ト
ラ
ル
で
あ
る
か
の
よ
う
に
扱
う
し

か
た
は
、
こ
の
概
念
が
帯
び
て
い
る
歴
史
的
・
文
化
的
負
荷
に
対
す
る
自
覚
を
欠
い
た
問
題
含
み
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
も
見
な
さ
れ
て
い

る
。

確
か
に
こ
う
し
た
今
日
の
状
況
に
あ
っ
て
、
従
来
か
ら
の
世
俗
化
論
の
論
述
の
ス
タ
イ
ル
が
古
臭
く
映
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
し
か

し
本
当
に
、
世
俗
化
論
の
名
の
下
に
蓄
積
さ
れ
て
き
た
諸
研
究
は
す
っ
か
り
意
味
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
は
順
次

こ
の
問
い
の
検
証
を
行
っ
て
い
く
が
、
そ
れ
は
単
に
世
俗
化
論
を
批
判
か
ら
擁
護
し
よ
う
と
意
図
す
る
か
ら
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
検

証
を
試
み
る
上
で
念
頭
に
あ
る
の
は
、
現
在
の
宗
教
社
会
学
は
宗
教
概
念
の
歴
史
的
・
文
化
的
負
荷
の
問
題
に
適
切
に
対
す
る
こ
と
が

で
き
て
い
る
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
題
姦
で
あ
る
。
結
論
を
先
取
り
し
て
言
え
ば
、
宗
教
概
念
批
判
論
に
対
す
る
適
切
な
応
答
は
、

世
俗
化
論
の
再
検
討
と
批
判
的
継
承
を
通
じ
て
こ
そ
為
し
う
る
と
い
う
見
通
し
が
本
稿
の
考
察
か
ら
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

世
俗
化
論
に
対
し
て
は
、
長
年
に
わ
た
っ
て
数
多
く
の
批
判
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
批
判
の
多
く
に
お
い
て
世
俗
化
論
は
、
近

現
代
に
至
っ
て
次
第
に
宗
教
が
衰
え
さ
ら
に
は
消
え
て
し
ま
う
と
す
る
「
{
示
教
の
衰
退
・
消
滅
」
命
題
を
主
張
す
る
も
の
と
し
て
イ
メ

ー
ジ
さ
れ
て
き
た
。
最
初
に
、
世
俗
化
論
争
に
不
毛
な
紛
糾
を
も
た
ら
し
て
き
た
こ
の
イ
メ
ー
ジ
の
誤
り
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

二
世
俗
化
論
を
め
ぐ
る
際
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宗
教
社
会
学
に
お
い
て
世
俗
化
論
の
内
に
数
え
ら
れ
て
き
た
理
論
を
具
体
的
に
挙
げ
る
な
ら
、
 
P
・
バ
ー
ガ
ー
、
 
T
・
ル
ツ
ク
マ

ン
、
 
B
 
.
ウ
ィ
ル
ソ
ン
、
 
T
 
・
パ
ー
ソ
ン
ズ
、
 
R
 
・
ベ
ラ
ー
、
 
D
 
・
マ
ー
テ
ィ
ン
、
 
R
 
・
フ
エ
ン
ら
の
所
論
が
そ
れ
に
あ
た
る
(
以

下
、
特
に
こ
れ
ら
諸
理
論
の
具
体
的
内
容
を
考
慮
す
る
場
合
に
は
「
世
俗
化
諸
理
論
」
と
表
記
す
る
)
。
ま
ず
基
本
的
な
事
実
と
し
て
、

こ
れ
ら
諸
研
究
の
理
論
構
成
を
実
際
に
検
討
し
た
上
で
為
さ
れ
た
世
俗
化
論
批
判
は
驚
く
ほ
ど
少
な
い
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
0

大
多
数
は
、
批
判
者
自
身
が
既
に
抱
い
て
い
る
世
俗
化
や
世
俗
化
論
の
イ
メ
ー
ジ
の
下
に
、
こ
れ
ら
諸
理
論
の
一
部
だ
け
を
登
的
に

取
り
上
げ
て
論
じ
て
い
る
。
例
え
ば
最
近
で
は
、
宗
教
概
念
批
判
論
の
代
表
的
論
者
で
あ
る
T
・
ア
サ
ド
が
世
俗
主
義
と
の
関
連
に
お

い
て
世
俗
化
論
が
不
適
切
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
J
・
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
と
G
.
ヘ
ー
ゲ
ル

(
3
)

で
あ
る
。
二
世
紀
前
の
哲
学
者
で
あ
る
へ
ー
ゲ
ル
は
も
と
よ
り
、
公
共
宗
教
論
の
立
場
か
ら
い
わ
ば
譲
歩
す
る
か
た
ち
で
世
俗
化
論
の

修
正
案
を
示
し
た
に
す
ぎ
な
い
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
の
所
論
を
も
つ
て
世
俗
化
論
を
代
表
さ
せ
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
。

世
俗
化
諸
理
論
の
内
容
を
確
か
め
て
み
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
が
単
純
な
宗
教
の
衰
退
・
消
滅
を
説
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
例
え
ぱ
、
ル
ッ
ク
マ
ン
や
バ
ー
ガ
ー
が
宗
教
の
人
間
学
的
根
拠
に
つ
い
て
考
察
し
な
が
ら
、
近
現
代
に
お
け
る
新
し
い

宗
教
の
社
会
的
張
と
し
て
「
宗
教
の
私
事
化
」
を
論
じ
て
い
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
周
知
の
事
柄
で
あ
ろ
う
。
ベ
ラ
ー
は
、
現
代
ア
メ

り
力
社
会
の
中
に
従
来
は
十
分
認
識
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
「
{
示
教
的
次
元
」
の
存
在
を
指
摘
し
て
、
こ
れ
に
「
市
民
宗
教
(
含
邑
邑
,

曹
合
)
」
と
い
う
名
を
与
え
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
は
こ
の
概
念
を
近
現
代
社
会
を
特
徴
づ
け
る
価
値
共
有
に
用
い
て
、
よ
り
広
い
社
会
理
論

、
、
(
6
)

の
中
に
位
置
づ
け
た
。
自
ら
進
ん
で
世
俗
化
論
者
を
称
し
た
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
し
て
も
、

セ
ク
ト
研
究
を
り
ー
ド
す
る
傍
ら
、
世
俗
化
と

は
宗
教
が
そ
の
社
会
的
意
義
を
失
う
過
程
で
あ
っ
て
、
宗
教
そ
の
も
の
の
衰
退
や
消
滅
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
主
旨
の
発

(
7
)

言
を
繰
り
返
し
て
き
た
。

こ
う
し
て
み
る
と
こ
れ
ら
世
俗
化
諸
理
論
は
、
近
現
代
社
会
に
お
け
る
「
従
来
的
な
意
味
に
お
け
る
宗
教
」

3

世俗イヒ論における宗教概念批判の契機

(625)



の
変
容
と
、
そ
れ
に
ょ
っ
て
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
「
従
来
見
逃
さ
れ
て
き
た
種
類
の
宗
教
」
の
登
場
な
い
し
存
続
と
い
う
、
二
重
の
論

点
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
七
言
え
る
。

実
の
と
こ
ろ
、
世
俗
化
論
批
判
の
多
く
が
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
な
世
俗
化
論
イ
メ
ー
ジ
に
向
け
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
、
世

(
§

俗
化
諸
理
論
の
支
持
者
に
ょ
る
反
批
判
の
中
で
繰
り
返
し
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
 
J
 
・
ス
ィ
ン
ゲ
ド
ー
は
一
九
八
六
年
当
時

に
あ
っ
て
既
に
、
世
俗
化
論
争
の
様
子
を
「
永
遠
の
回
帰
」
と
表
現
し
て
い
た
。
実
質
的
な
理
論
の
検
討
を
欠
き
、
不
充
分
な
理
解
に

基
づ
い
た
批
判
が
反
復
さ
れ
る
こ
と
で
、
話
が
噛
み
あ
わ
ず
に
需
が
腰
着
し
て
い
る
状
況
は
、
そ
れ
か
ら
二
0
数
年
が
経
っ
た
現
在

に
至
る
ま
で
変
わ
っ
て
い
な
い
。
誤
解
や
理
解
不
足
の
上
に
立
っ
た
批
判
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
執
揃
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
単
に

イ
メ
ー
ジ
の
偏
り
を
指
摘
す
る
だ
け
で
は
不
足
で
あ
り
、
こ
の
種
の
世
俗
化
論
批
判
が
飽
か
ず
に
再
生
産
さ
れ
る
こ
と
の
背
景
や
構
造

的
要
因
を
探
っ
て
み
る
必
要
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

世
俗
化
論
に
与
え
ら
れ
て
き
た
イ
メ
ー
ジ
の
偏
り
に
関
し
て
ま
ず
踏
ま
え
て
お
く
べ
き
と
思
わ
れ
る
の
は
、
世
俗
化
を
め
ぐ
る
需

の
裾
野
が
宗
教
社
会
学
に
限
ら
れ
な
い
拡
が
り
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
社
会
的
地
位
と
そ
の
変
化
が
大

き
な
関
心
事
で
あ
り
続
け
て
き
た
欧
米
諸
社
会
で
は
、
神
学
や
哲
学
を
は
じ
め
と
す
る
諸
種
の
思
想
潮
流
か
ら
、
必
ず
し
も
ア
カ
デ
ミ

ツ
ク
で
は
な
い
需
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
主
張
ま
で
、
世
俗
化
を
め
ぐ
つ
て
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
言
説
が
流
通
し
て
き
て
い
る
。
そ
れ

(
0
)

ら
の
一
言
説
は
、
陰
に
陽
に
宗
教
社
会
学
に
お
け
る
世
俗
化
論
の
イ
メ
ー
ジ
を
左
右
し
て
き
た
。
偏
っ
た
イ
メ
ー
ジ
に
基
づ
く
世
俗
化
論

批
判
に
つ
い
て
も
、
宗
教
社
会
学
の
外
部
に
存
在
す
る
世
俗
化
言
説
に
対
す
る
根
強
い
反
感
や
拒
絶
が
そ
こ
に
反
映
し
て
い
る
と
考
え

三
世
俗
化
論
争
の
座
礁
と
そ
の
意
味
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る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

宗
教
社
会
学
の
内
部
に
目
を
向
け
る
と
、
世
俗
化
論
の
理
論
的
内
容
以
前
に
、
そ
の
語
り
口
に
対
す
る
違
和
感
が
強
ま
っ
て
き
た
と

い
う
事
情
が
指
摘
さ
れ
る
。
先
に
世
俗
化
諸
理
論
が
有
す
る
二
重
の
論
点
に
触
れ
た
が
、
「
従
来
的
な
意
味
に
お
け
る
宗
教
」
と
「
従

来
見
逃
さ
れ
て
き
た
種
類
の
宗
教
」
を
同
時
に
捉
え
よ
う
と
す
る
際
に
は
、
宗
教
と
い
う
概
念
自
体
を
見
直
し
拡
張
す
る
必
要
に
迫
ら

れ
る
。
ル
ッ
ク
マ
ン
や
バ
ー
ガ
ー
が
現
象
学
的
社
会
学
の
方
法
に
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
が
シ
ス
テ
ム
論
の
方
法
に
依
拠
し
な
が
ら
、
高
度
に

一
般
的
な
宗
教
論
を
展
開
し
た
こ
と
は
、
こ
う
し
た
宗
教
概
念
の
見
直
し
と
い
う
課
題
へ
の
対
応
と
し
て
も
理
解
さ
れ
る
0
 
す
な
わ

ち
、
実
証
的
な
調
査
や
観
察
の
結
果
を
参
照
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
「
{
示
教
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
に
つ
い
て
一
般
的
考
察
を
展
開

し
た
と
こ
ろ
に
、
世
俗
化
諸
理
論
の
特
徴
が
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
、
宗
教
社
会
学
内
で
地
域
毎
の
実
証
的
調
査
を
重
ん
じ
る
傾
向
が
次
第
に
強
ま
っ
て
く
る
に
し
た
が
い
、
世
俗
化
諸
理
論
が

持
っ
て
い
た
宗
教
の
一
般
的
考
察
へ
の
志
向
は
、
個
々
の
事
例
が
持
っ
歴
史
的
・
文
化
的
特
殊
性
を
捨
象
す
る
も
の
と
し
て
拒
絶
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
世
俗
化
論
を
近
代
主
義
な
い
し
世
俗
主
義
と
い
っ
た
規
範
的
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
立
場
に
立
つ
も
の
と

す
る
批
判
の
中
に
も
、
世
俗
化
論
が
強
引
す
ぎ
る
理
論
的
一
般
化
に
与
る
も
の
だ
と
の
疑
念
が
含
ま
れ
て
い
る
。

理
論
的
一
般
化
と
い
う
も
の
が
個
々
の
事
例
や
デ
ー
タ
の
一
面
だ
け
を
特
定
の
関
心
に
沿
っ
て
切
り
取
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
れ

が
個
別
の
事
例
の
歴
史
的
・
文
化
的
特
殊
性
を
損
な
い
か
ね
な
い
と
い
う
危
倶
は
き
わ
め
て
ま
っ
と
う
な
も
の
と
言
え
る
。
た
だ
し
、

こ
の
種
の
批
判
は
、
世
俗
化
諸
理
論
と
同
じ
水
準
に
立
っ
て
宗
教
の
問
題
を
問
い
こ
れ
を
更
新
す
る
も
の
で
は
あ
り
え
ず
、
そ
の
語
り

口
を
問
題
視
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
世
俗
化
論
争
自
体
を
無
益
な
い
し
有
害
で
あ
る
と
し
て
「
座
礁
」
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
0
 
ひ
い
て

は
、
次
節
に
て
確
か
め
ら
れ
る
と
お
り
、
「
宗
教
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
を
こ
れ
以
上
拘
わ
る
べ
き
で
は
な
い
問
題
と
し
て
宗
教
社
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会
学
か
ら
排
除
す
る
方
向
に
働
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

続
い
て
は
、
世
俗
化
論
争
座
礁
以
降
の
宗
教
社
会
学
の
諸
潮
流
に
つ
き
、
そ
れ
楽
教
の
一
般
的
考
察
に
対
す
る
懐
疑
の
中
で
展
開

し
て
き
た
様
子
に
つ
い
て
確
か
め
て
お
き
た
い
。
こ
こ
で
は
一
九
八
0
年
代
以
降
の
諸
動
向
の
内
、
世
俗
化
諸
理
論
と
関
わ
り
が
深
い

も
の
を
取
り
上
げ
る
。

と
り
わ
け
目
を
引
く
の
は
、
実
証
的
研
究
に
基
づ
き
な
が
ら
「
従
来
見
逃
さ
れ
て
き
た
種
類
の
宗
教
」
を
扱
い
、
こ
れ
を
概
念
化
し

(
Ⅱ
)

よ
う
と
す
る
試
み
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
中
心
に
数
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
い
く
つ
か
の
先
行
研
究
に
ょ
る
紹
介
が
あ
る
の
で
、
こ

こ
で
は
要
点
だ
け
を
述
べ
る
。

(
姶
)

ま
ず
、
「
潜
在
的
宗
教
(
一
旦
含
井
巴
一
四
ヨ
)
」
概
念
を
二
0
年
来
提
唱
し
て
い
る
の
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
E
 
・
ベ
イ
リ
ー
で
あ
る
。
従
来

「
宗
教
的
な
も
の
」
と
さ
れ
て
き
た
領
域
の
外
に
あ
る
宗
教
性
に
光
を
当
て
ょ
う
と
す
る
べ
イ
リ
ー
は
、
生
の
意
味
・
詩
的
洞
察
・
一
云

術
的
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
な
ど
を
求
め
る
人
間
の
行
為
や
そ
の
所
産
を
広
く
含
み
こ
む
概
念
と
し
て
、
非
常
に
緩
や
か
に
「
潜
在
的
宗
教
」

を
設
定
し
て
い
る
。
そ
の
目
的
は
、
多
様
性
を
増
し
つ
つ
ぁ
る
現
代
イ
ギ
リ
ス
の
宗
教
状
況
に
対
し
て
で
き
る
か
ぎ
り
広
い
網
を
掛
け

る
こ
と
に
あ
り
、
い
わ
ぱ
意
図
的
に
あ
い
ま
い
な
^
念
と
し
て
設
計
が
行
わ
れ
て
い
る
。

同
じ
く
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
会
へ
の
従
来
的
な
関
わ
り
方
と
は
異
な
っ
た
宗
教
性
の
存
在
を
指
摘
す
る
、
 
G
・
デ
ィ
ヴ
ィ

に
ょ
る
一
連
の
需
が
あ
る
。
彼
女
は
、
近
年
の
ヨ
ー
ロ
ッ
。
ハ
、
特
に
北
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
教
会
へ
の
所
属
意
識
や
日
々
の
礼
拝

行
動
が
衰
退
し
つ
つ
ぁ
る
一
方
で
、
人
び
と
が
持
っ
て
い
る
宗
教
的
急
や
、
冠
婚
葬
祭
時
に
お
け
る
教
会
へ
の
関
与
に
つ
い
て
は
強

四
近
年
に
お
け
る
宗
教
社
会
学
の
諸
潮
流
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い
持
続
性
が
見
ら
れ
る
点
を
指
摘
し
て
、
「
所
属
な
き
信
(
ず
ゆ
一
一
ゆ
S
品
三
昔
0
三
語
一
合
四
品
)
」
と
表
現
し
て
い
る
。
現
在
の
ヨ
ー
ロ
ツ
。
、

の
人
び
と
は
「
単
に
世
俗
的
な
の
で
は
な
く
、
非
教
会
的
(
§
冨
答
区
」
な
の
で
あ
り
、
教
会
の
側
も
ま
た
一
定
の
社
会
的
役
割

を
果
た
し
続
け
て
い
る
と
し
て
、
単
純
な
宗
教
の
衰
退
命
題
を
斥
け
る
の
が
デ
ィ
ヴ
ィ
の
立
場
で
あ
み
。

イ
タ
リ
ア
に
つ
い
て
は
R
 
.
チ
プ
リ
ア
ー
ニ
が
、
「
教
△
至
示
教
(
今
賃
今
邑
智
合
)
」
に
源
泉
を
持
ち
な
が
ら
、
し
か
し
そ
れ
と
は
区

別
さ
れ
る
社
会
的
価
値
観
と
し
て
の
宗
教
性
を
指
す
た
め
に
「
拡
散
し
た
宗
教
谷
昌
邑
邑
四
ヨ
)
」
と
い
う
概
念
を
設
け
て
い
み
0

そ
の
上
で
現
在
の
イ
タ
リ
ア
社
会
で
は
、
「
教
会
宗
教
」
が
危
機
に
直
面
し
て
い
る
一
方
、
「
拡
散
し
た
宗
教
」
の
方
は
根
強
く
存
続
し

て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
「
拡
散
し
た
宗
教
」
概
念
が
類
似
の
諸
概
念
に
対
し
て
有
す
る
特
徴
は
、
そ
れ
が
「
教
会
宗
教
」
と
対

立
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
相
互
依
存
的
な
関
係
に
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
研
究
は
、
世
俗
化
諸
理
論
が
持
っ
て
い
た
「
従
来
見
逃
さ
れ
て
き
た
種
類
の
宗
教
」
に
対
す
る
関
心
を
積
極
的
に
引
き
継

ぐ
も
の
と
し
て
、
ル
ッ
ク
マ
ン
の
「
見
え
な
い
宗
教
」
論
、
ベ
ラ
ー
の
「
市
民
宗
教
」
論
、
そ
れ
に
同
時
期
の
R
 
・
タ
ウ
ラ
ー
の
「
庶

民
{
示
教
(
8
ヨ
昌
0
二
ゆ
一
一
智
号
)
」
論
と
同
一
の
系
譜
上
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
だ
し
、

ル
ッ
ク
マ
ン
ら
の
諸
研
究
に
比
べ

る
と
、
対
象
と
な
る
国
や
地
域
の
歴
史
的
・
文
化
的
特
殊
性
を
重
視
し
、
需
の
範
囲
を
時
間
的
・
空
間
的
に
狭
く
限
定
し
よ
う
と
す

(
7
)

る
姿
勢
が
顕
著
で
あ
る
。

先
述
の
と
お
り
こ
の
姿
勢
は
、
宗
教
に
閧
し
て
安
易
な
一
般
化
を
為
す
こ
と
に
対
す
る
警
戒
心
に
発
し
て
い

る
と
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
結
果
的
に
は
こ
う
し
た
姿
勢
に
ょ
っ
て
、
「
0
0
宗
教
」
と
い
う
宗
教
の
下
位
概
念
が
相
互
に
関
連
づ
け

ら
れ
る
こ
と
な
く
乱
発
さ
れ
る
状
況
が
生
み
出
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
宗
教
の
一
般
的
考
察
を
避
け
た
ま
ま
、
「
従
来
見
逃
さ
れ
て

き
た
種
類
の
宗
教
」
を
概
念
化
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
事
態
が
生
じ
る
こ
と
は
理
の
当
然
と
言
え
る
0

ま
た
他
に
、
世
俗
化
諸
理
論
か
ら
、
近
現
代
社
会
と
い
う
枠
組
み
の
下
で
宗
教
の
変
容
を
論
じ
る
視
点
を
引
き
継
い
で
い
る
取
り
組
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み
も
存
在
し
て
い
る
。
特
に
興
味
深
い
研
究
と
し
て
、
 
M
 
・
チ
ャ
ヴ
エ
ス
は
「
権
威
(
旦
§
q
)
」
、
 
D
 
・
エ
ル
ヴ
ユ
・
レ
ジ
エ
は
「
記

(
玲
)

憶
」
と
い
う
切
り
口
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
で
、
{
示
教
の
近
現
代
的
変
{
谷
を
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
論
の
進
め
方
は

そ
れ
自
体
と
し
て
は
適
切
で
あ
り
、
刺
激
的
な
議
論
を
作
り
出
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
し
か
し
、
「
{
示
教
と
は
何
か
」
と
い
う
問

い
に
つ
い
て
言
え
ば
、
迂
回
路
を
設
け
て
こ
の
問
題
を
一
時
的
に
回
避
し
、
対
処
を
先
延
ば
し
に
す
る
こ
と
で
成
立
し
て
い
る
議
論
で

翁
)

あ
る
。世

俗
化
概
念
に
こ
だ
わ
る
世
俗
化
論
修
正
論
者
の
間
で
も
、
宗
教
の
問
い
を
回
避
す
る
こ
と
か
ら
艦
路
へ
と
迷
い
込
ん
で
い
る
様
子

が
伺
わ
れ
る
。
世
俗
化
論
の
意
義
を
主
張
す
る
た
め
に
、
ド
ベ
ラ
ー
レ
の
場
合
は
そ
れ
を
「
教
会
へ
の
関
与
の
衰
退
」
・
「
宗
教
変
動
」
・

⑳

「
非
聖
化
」
、
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
の
場
合
は
「
宗
教
的
制
度
と
規
範
の
分
化
」
・
「
宗
教
的
係
と
実
践
の
衰
退
」
・
「
宗
教
の
私
事
化
」
と
い
っ

余
)

た
下
位
命
題
へ
と
分
解
す
る
手
順
を
踏
む
。
本
来
、
世
俗
化
概
念
が
何
ら
か
の
意
義
を
持
つ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
こ
れ
ら
下
位
命
題
を

総
合
す
る
し
か
た
の
内
に
こ
そ
存
す
る
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
と
は
逆
に
下
位
命
題
へ
分
解
す
る
方
向
に
だ
け
流
れ
る
の

は
、
世
俗
化
概
念
と
相
関
関
係
に
あ
る
は
ず
の
宗
教
概
念
の
一
般
的
考
察
に
は
立
ち
入
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
密
か
に
一
定
の
宗
教
理
解

を
立
脚
点
に
据
え
た
上
で
論
を
進
め
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
手
続
き
は
世
俗
化
諸
理
論
の
初
発
の
問
題
意
識
を
見
失
わ
せ
、
需

を
際
限
な
く
拡
散
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

も
う
ひ
と
つ
、
宗
教
概
念
批
謂
を
直
接
に
意
識
し
た
試
み
と
し
て
、
「
社
会
構
成
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
を
標
袴
す
る
J
 
・
ベ
ッ

ク
フ
ォ
ー
ド
の
所
論
を
取
り
上
げ
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
、
宗
教
概
念
を
社
会
学
的
分
析
概
念
と
し
て
用
い
る
こ
と
を
断
念
し
、
社
会
内

露
)

に
お
け
る
宗
教
概
念
の
用
法
自
体
を
研
究
対
象
と
す
る
こ
と
で
、
概
念
批
判
論
が
暴
い
た
難
点
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
。

確
か
に
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
こ
れ
ま
で
手
薄
だ
っ
た
新
し
い
研
究
領
域
を
拓
く
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
宗
教
社
会
学
の
研
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究
蓄
積
と
の
接
続
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
要
す
る
に
、
知
識
社
会
学
の
主
題
の
ひ
と
つ
と
し
て
宗
教
概
念
を
取
り
上
げ
る
に
す

(
怨

ぎ
な
い
。
世
俗
化
諸
理
論
と
の
関
連
で
言
え
ば
、
「
従
来
見
逃
さ
れ
て
き
た
種
類
の
宗
教
」
の
存
在
と
い
っ
た
問
題
は
霧
散
し
て
し
ま

、
つ
こ
と
に
な
る
0

以
上
、
世
俗
化
論
争
座
礁
以
降
の
宗
教
社
会
学
の
諸
潮
流
を
概
観
し
た
が
、
実
証
的
側
面
に
お
い
て
研
究
が
着
実
に
積
み
重
ね
ら
れ

て
き
た
一
方
で
、
宗
教
概
念
の
問
題
に
関
し
て
は
、
宗
教
の
一
般
的
考
察
を
敬
遠
す
る
こ
と
か
ら
構
造
的
に
生
じ
る
迷
走
や
停
滞
の
状

態
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

こ
こ
ま
で
、
宗
教
社
会
学
に
お
い
て
宗
教
の
一
般
的
考
察
が
敬
遠
さ
れ
て
き
た
様
子
を
見
て
き
た
。
「
{
示
教
と
は
何
か
」
と
い
う
問

い
に
関
し
て
は
も
う
一
点
、
「
{
示
教
の
定
義
」
を
め
ぐ
る
議
論
が
重
要
で
あ
る
。

宗
教
社
会
学
で
は
一
般
に
、
「
{
示
教
の
定
義
」
問
題
を
、
「
機
能
的
定
義
(
曾
尺
§
巴
ミ
具
亘
」
対
「
実
体
的
定
義
(
ぞ
牙
曾
旦

ミ
忌
曾
)
」
と
い
う
対
置
の
下
に
整
理
し
て
き
た
。
機
能
的
定
義
を
採
用
す
る
論
者
は
し
ば
し
ば
、
実
体
的
定
義
を
、
キ
リ
ス
ト
教

教
会
を
典
型
と
す
る
歴
史
的
に
特
殊
な
制
度
的
張
を
宗
教
一
般
と
同
一
視
す
る
も
の
だ
と
し
て
退
け
る
。
世
俗
化
論
争
の
文
脈
で
言

え
ば
、
特
殊
な
張
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
教
会
の
衰
退
を
宗
教
一
般
の
衰
退
と
取
り
違
え
る
も
の
と
し
て
、
実
体
的
定
義
を
批
判
す

る
わ
け
で
あ
る
。
他
方
、
人
間
な
い
し
社
会
の
機
能
的
要
件
に
ょ
っ
て
宗
教
を
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
機
能
的
定
義
に
対
し
て
は
、
研

究
対
象
が
広
く
な
り
す
ぎ
る
だ
け
で
な
く
、
宗
教
の
変
動
の
相
を
捉
え
る
こ
と
が
不
可
能
に
な
る
と
い
っ
た
批
判
が
向
け
ら
れ
て
き

オ

五
「
宗
教
の
定
義
」
と
い
う
問
題
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機
能
的
定
義
に
つ
い
て
は
ル
ッ
ク
マ
ン
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
、
 
J
 
・
イ
ン
ガ
ー
ら
が
、
{
夫
体
的
定
義
に
つ
い
て
は
バ
ー
ガ
ー
、
ウ
ィ
ル
ソ

ン
、
 
R
 
・
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
ら
が
、
そ
の
代
表
的
支
持
者
と
し
て
見
な
さ
れ
て
き
た
。
一
部
で
は
、
実
体
的
定
義
と
機
能
的
定
義
は
必
ず

玉
)

し
も
対
立
す
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
見
方
も
あ
都
。
あ
る
い
は
、

初
期
の
バ
ー
ガ
ー
の
よ
う
に
、
宗
教
の
定
義
は
各
研
究
者
の
「
好

み
の
問
題
で
あ
る
」
と
し
、
研
究
の
実
質
に
は
直
接
関
係
が
な
い
と
す
る
立
場
も
あ
都
。

こ
の
よ
う
に
主
張
の
内
容
は
さ
ま
ざ
ま
あ
る
が
、
宗
教
の
定
義
を
め
ぐ
る
議
論
の
空
間
自
体
が
ひ
と
つ
の
共
通
の
前
提
の
上
に
立
っ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
宗
教
の
定
義
」
と
は
社
会
学
的
分
析
の
道
具
で
あ
り
、
事
象
の
記
述
や
分
析
を
進
め
る
に
先
だ
っ
て
、
研
究

者
側
で
自
由
に
こ
れ
を
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
前
提
で
あ
る
。

し
か
し
一
般
に
、
社
会
学
的
研
究
実
践
の
方
向
性
を
定
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
も
っ
と
も
基
本
的
な
意
義
を
保
証
す
る
も
の
は
、
研

究
の
先
行
理
解
と
し
て
働
く
概
念
の
日
常
的
意
味
で
あ
り
用
法
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
ベ
ラ
ー
の
「
市
民
宗
教
」
論
が
ど
れ
ほ

ど
独
創
的
な
発
想
だ
と
し
て
も
、
そ
の
概
念
の
用
法
が
、
宗
教
と
い
う
概
念
が
意
味
を
成
す
範
囲
を
逸
脱
し
て
い
な
い
か
ら
こ
そ
、
こ

の
理
論
の
是
非
を
論
じ
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
概
念
の
日
常
的
意
味
・
用
法
を
地
平
と
し
て
進
め
ら
れ
る
社
会
学
的
研
究
実

践
は
翻
っ
て
、
研
究
を
通
し
て
彫
琢
さ
れ
る
当
該
概
念
の
社
会
学
的
意
味
・
用
法
を
も
つ
て
日
常
的
意
味
・
用
法
へ
と
働
き
か
け
、
そ

(
6
)

の
再
編
成
を
促
す
こ
と
に
な
る
。

約
め
て
言
え
ば
、
「
宗
教
の
定
義
」
と
は
単
に
方
法
論
上
の
問
題
な
の
で
は
な
く
、
そ
の
ま
ま
「
宗
教
と
は
何
か
」
と
い
う
理
解
に

通
じ
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
「
宗
教
の
定
義
」
を
論
じ
る
従
来
の
議
論
は
、
こ
う
し
た
概
念
の
日
常
的
用
法
と
社
会
学
的
用
法
、

社
会
内
に
お
け
る
言
雷
実
践
の
総
体
と
社
会
学
的
研
究
実
践
と
の
間
に
存
す
る
解
釈
学
的
な
循
環
関
係
を
見
誤
っ
て
お
ゆ
、
分
析
概

念
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
に
研
究
対
象
た
る
「
現
象
そ
れ
自
体
」
が
存
し
て
い
る
と
想
定
し
て
い
る
点
で
不
適
切
な
本
質
主
義
的
実
体
化
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(
認
)

を
行
っ
て
い
る
。

「
宗
教
の
定
義
」
を
め
ぐ
る
こ
の
立
論
の
し
か
た
は
、
宗
教
社
会
学
内
に
広
く
共
有
さ
れ
て
き
た
前
提
で
あ
り
、
世
俗
化
諸
理
論
に

固
有
の
欠
陥
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
宗
教
の
一
般
的
考
察
を
担
っ
て
き
た
世
俗
化
諸
理
論
に
と
っ
て
は
特
に
決
定
的
な
難

点
で
あ
り
、
需
が
座
礁
す
る
こ
と
に
な
っ
た
理
論
構
成
上
の
一
要
因
を
成
し
て
い
る
。

他
方
で
、
宗
教
社
会
学
の
大
勢
特
に
実
証
的
研
究
へ
の
専
念
を
標
楞
す
る
向
き
に
お
い
て
は
、
今
も
「
宗
教
の
定
義
」
と
い
う
立

論
の
下
、
宗
教
概
念
が
ナ
イ
ー
ヴ
な
し
か
た
で
用
い
ら
れ
続
け
て
い
る
。
本
来
は
、
「
{
示
教
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
と
そ
こ
に
付
随

す
る
諸
問
題
は
、
こ
の
概
念
を
利
用
し
続
け
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
宗
教
社
会
学
全
体
に
突
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
は
ず
の
課
題
で
あ

る
。
し
か
し
繰
り
返
し
確
か
め
て
き
た
と
お
り
、
現
在
こ
の
課
題
は
、
宗
教
の
一
般
的
考
察
と
し
て
は
世
俗
化
諸
理
論
に
特
殊
な
問
い

と
し
て
局
在
化
し
て
理
解
さ
れ
た
上
で
、
「
一
時
代
を
画
し
た
過
去
の
学
説
」
と
さ
れ
て
い
る
世
俗
化
論
ご
と
疎
ま
れ
敬
遠
さ
れ
る
に

至
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
敬
遠
の
構
造
が
、
「
{
示
教
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
を
宗
教
社
会
学
か
ら
切
り
離
し
、
あ
た
か
も
こ
の
問
い

を
免
除
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
素
朴
に
宗
教
概
念
を
用
い
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

確
か
に
、
不
用
意
な
し
か
た
で
宗
教
の
一
般
的
考
察
を
行
う
な
ら
ば
、
事
象
の
歴
史
的
・
文
化
的
特
殊
性
を
十
分
に
捉
え
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
宗
教
概
念
を
採
用
す
る
か
ぎ
り
、
こ
の
概
念
の
一
般
的
考
察
を
敬
遠
し
棚
上
げ
す
る
こ
と
は
、

こ
れ
が
帯
び
て
い
る
歴
史
的
・
文
化
的
負
荷
の
「
隠
蔽
」
と
し
て
、
研
究
実
践
を
通
じ
た
政
治
的
強
制
力
の
よ
り
一
層
不
適
切
な
行
使

に
与
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
う
し
た
事
態
こ
そ
、
^
念
批
判
論
が
問
題
に
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
次
節
以
降
に
詳
^
畑
す
る
よ
う
に
、

考
察
を
棚
上
げ
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
実
際
に
こ
の
概
念
を
用
い
な
が
ら
そ
の
可
能
性
と
限
界
を
吟
味
し
て
い
く
方
向
性
、
す
な

わ
ち
自
省
を
伴
っ
た
使
用
、
使
用
を
通
じ
た
自
省
と
い
う
間
の
道
を
採
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
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六
宗
教
概
念
の
社
会
学
的
批
判
に
向
け
て

系
璽
的
手
法
を
採
っ
て
概
念
の
歴
史
的
生
成
過
程
を
辿
る
宗
教
概
念
批
判
論
は
一
般
に
、
こ
の
概
念
を
学
的
に
用
い
る
こ
と
に
対

し
て
否
定
的
な
論
調
を
持
っ
て
お
り
、
中
に
は
T
 
・
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
エ
ラ
ル
ド
の
よ
う
に
、
は
っ
き
り
と
こ
れ
を
廃
棄
す
べ
き
だ
と
す
る

西
)

論
者
も
い
る
。
で
は
こ
の
宗
教
概
念
批
判
論
に
照
ら
し
た
と
き
、
世
俗
化
諸
理
論
が
取
り
組
ん
で
き
た
「
{
示
教
と
は
何
か
」
と
い
う
問

い
は
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
き
、
需
学
的
宗
教
概
念
批
判
論
か
ら
得
ら
れ
る
洞

察
を
、
次
の
よ
う
に
相
互
に
関
連
す
る
四
つ
の
命
題
に
整
理
し
て
み
た
上
で
考
え
て
み
た
い
。
(
一
)
宗
教
概
念
は
超
歴
史
的
・
超
文

化
的
な
性
質
の
も
の
で
は
な
く
、
す
ぐ
れ
て
近
代
西
洋
的
な
概
念
で
あ
る
こ
と
。
(
一
マ
宗
教
は
、
そ
れ
固
有
の
性
質
か
ら
規
定
さ
れ

る
自
己
完
結
し
た
事
象
と
は
言
え
な
い
こ
と
。
(
豆
宗
教
概
念
を
使
用
す
る
こ
と
は
特
定
の
社
会
的
・
政
治
的
立
場
に
立
つ
こ
と
を

意
味
し
、
中
立
の
観
察
者
の
立
場
に
立
つ
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
。
(
四
)
以
上
か
ら
、
宗
教
の
素
朴
な
本
質
主
義
的
実
体
化
が

不
適
切
で
あ
る
こ
と
。

ま
ず
命
題
一
に
つ
い
て
、
例
え
ば
ア
サ
ド
が
世
俗
主
義
と
の
共
謀
を
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
、
宗
教
概
念
が
「
西
洋
近
代
的
」
「
世

俗
主
義
的
」
等
と
表
現
さ
れ
る
特
定
の
歴
史
的
・
社
会
的
立
場
と
結
び
つ
い
た
も
の
だ
と
い
う
指
摘
の
多
く
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は

的
を
射
て
い
る
。
し
か
し
、
宗
教
概
念
に
そ
う
し
た
性
格
が
見
出
さ
れ
る
と
し
て
も
、
単
純
に
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
宗
教
概
念
だ
け
に
帰

属
さ
せ
て
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
右
記
命
題
二
を
併
せ
て
考
慮
す
る
な
ら
、
そ
の
性
格
は
、
宗
教
概
念
を
そ
の
重
要
な
一
部
と

、
(
3
)

し
て
組
み
込
ん
で
い
る
、
現
代
世
界
に
支
配
的
な
概
念
布
旨
1
 
「
宗
教
」
の
他
、
「
政
治
」
「
経
済
」
「
文
化
」
「
国
家
」
等
々
の
概
念

か
ら
成
る
、
い
わ
ゆ
る
「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
政
治
1
経
済
的
言
説
」
の
布
置
1
に
照
ら
し
た
上
で
分
析
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
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そ
う
し
た
分
析
の
視
点
を
欠
い
た
ま
ま
宗
教
概
念
だ
け
を
問
題
に
す
る
こ
と
は
、
却
っ
て
こ
の
世
界
が
帯
び
て
い
る
「
西
洋
近
代

的
」
「
世
俗
主
義
的
」
性
格
の
根
深
さ
を
小
さ
く
見
積
も
る
こ
と
に
繋
が
る
。
し
た
が
っ
て
、
宗
教
や
世
俗
と
い
っ
た
特
定
の
概
念
を

切
り
取
り
、
そ
の
歴
史
を
遡
っ
て
論
じ
る
タ
イ
プ
の
系
譜
学
的
概
念
批
判
論
は
、
理
論
構
成
上
、
現
代
世
界
に
支
配
的
な
概
念
布
置
を

主
題
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
別
の
タ
イ
プ
の
研
究
に
ょ
っ
て
補
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
現
代
世
界
に
支
配
的
な
概
念
布
置
の
「
近
代
性
」
を
問
題
に
す
る
と
き
、
今
度
は
命
題
三
に
関
わ
っ
て
、
宗
教
概
念
批
謂

の
立
場
そ
の
も
の
が
自
省
的
に
顧
み
ら
れ
る
べ
き
こ
と
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
宗
教
社
会
学
や
宗
教
概
念
批
判
論
を
含
め
た
ア
カ
デ
ミ

ツ
ク
な
研
究
活
動
自
体
が
、
そ
う
し
た
概
念
布
置
が
帯
び
て
い
る
「
西
洋
近
代
的
」
「
世
俗
主
義
的
」
性
格
を
免
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
く
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
そ
の
担
い
手
の
最
た
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
 
A
 
・
マ
ツ
キ
ノ
ン
が
一
言
う
よ
う
に
、

私
た
ち
研
究
者
に
と
っ
て
も
ま
た
「
{
示
教
命
名
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
の
「
外
部
」
は
存
在
し
て
い
な
い
」
の
で
あ
都
。
し
た
が
っ
て
一
部

の
論
者
が
主
張
す
る
宗
教
概
念
の
「
廃
棄
」
は
、
そ
こ
へ
と
身
を
退
け
る
こ
と
の
で
き
る
「
外
部
」
が
存
在
し
な
い
以
上
、
実
際
に
は

宗
教
概
念
の
「
放
置
」
に
す
ぎ
ず
、
現
下
の
支
配
的
概
念
布
置
の
歴
史
的
・
社
会
的
負
荷
を
離
れ
た
「
中
立
」
な
と
こ
ろ
に
立
っ
特
権

的
な
方
法
な
の
で
は
な
い
。
命
題
一
 
S
三
を
真
剣
に
受
け
と
め
た
上
で
有
り
う
る
研
究
実
践
の
方
向
を
考
え
る
な
ら
、
宗
教
の
本
質
主

義
的
実
体
化
が
否
定
さ
れ
る
公
叩
題
四
)
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
宗
教
概
念
が
帯
び
て
い
る
歴
史
的
・
社
会
的
負
荷
を
自
覚
・
反
省
し

な
が
ら
、
そ
の
歴
史
の
重
み
を
背
負
う
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
、
歩
を
進
め
る
ほ
か
は
な
い
と
い
う
洞
察
に
到
達
す
都
0

こ
の
よ
う
に
し
て
、
系
璽
的
概
念
批
判
論
の
諸
命
題
を
徹
底
す
る
先
に
要
請
さ
れ
る
の
は
、
宗
教
概
念
を
用
い
た
言
語
的
実
践
に

自
省
的
な
し
か
た
で
携
わ
り
つ
っ
、
現
代
世
界
に
支
配
的
な
概
念
布
置
に
照
ら
し
な
が
ら
こ
の
概
念
を
批
判
検
討
し
て
ゆ
く
、
社
会
学

的
宗
教
概
念
批
判
と
も
称
し
う
る
研
究
実
践
で
あ
る
。
約
め
て
言
え
ば
、
現
代
世
界
な
い
し
い
わ
ゆ
る
近
現
代
社
会
の
文
脈
に
お
い
て

世俗化論における宗教概念批判の契機
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「
宗
教
と
は
何
か
」
を
自
省
的
な
し
か
た
で
問
う
社
会
学
的
研
究
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
に
至
っ
て
、
「
{
示
教
と
は
何
か
」
を
問
う
宗
教
社
会
学
的
研
究
が
、
系
譜
学
的
宗
教
概
念
批
判
論
に
対
し
て
防
郁
的
に
の
み
立

ち
回
る
べ
き
も
の
で
も
、
こ
れ
と
矛
盾
・
衝
突
す
る
も
の
で
も
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
洞
察
を
引
き
継
ぎ
深
め
、
相
互
に
補
完
し
あ
う
べ

き
研
究
実
践
と
し
て
積
極
的
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
判
明
し
て
こ
よ
う
。
学
史
的
に
は
、
宗
教
概
念
問
題
に
お
け
る
社
会
学
的
研
究
の

枢
要
性
は
、
宗
教
概
念
批
謂
の
先
駆
者
R
 
・
ベ
ア
ー
ド
や
E
 
・
シ
ャ
ー
プ
に
ょ
っ
て
既
に
気
づ
か
れ
て
い
た
こ
と
で
も
あ
都
。
世
俗

化
諸
理
論
は
、
こ
う
し
て
要
請
さ
れ
る
社
会
学
的
宗
教
概
念
批
判
の
先
駆
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
、
現
存
す
る
研
究
蓄
積
の
中
で

も
つ
と
も
示
唆
に
も
富
ん
で
い
る
。
宗
教
概
念
批
判
論
が
宗
教
概
念
の
歴
史
性
を
衝
く
中
で
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
の
は
、
従
来
は
も

つ
ぱ
ら
宗
教
現
象
学
の
領
分
と
考
え
ら
れ
て
き
た
「
宗
教
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
が
、
近
現
代
社
会
と
い
う
歴
史
的
・
社
会
的
条
件

と
の
相
関
に
お
い
て
宗
教
を
問
う
視
線
、
つ
ま
り
世
俗
化
諸
理
論
の
視
線
に
通
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

さ
て
、
本
稿
の
限
ら
れ
た
紙
幅
に
あ
っ
て
は
、
世
俗
化
論
の
再
解
釈
作
業
が
持
つ
今
日
的
可
能
性
を
示
す
こ
と
で
満
足
し
な
く
て
は

な
ら
な
い
が
、
そ
う
し
た
再
解
釈
か
ら
現
れ
て
く
る
は
ず
の
研
究
の
方
向
性
に
つ
い
て
、
ご
く
簡
単
な
見
通
し
だ
け
は
与
え
て
お
き
た

七
宗
教
の
問
い
の
行
方

0

世
俗
化
諸
理
論
が
持
っ
て
い
た
「
宗
教
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
が
今
日
的
な
意
義
を
有
す
る
も
の
だ
と
し
て
も
、
宗
教
概
念
批
判

論
を
経
た
後
、
先
述
の
と
お
り
、
そ
れ
を
「
定
義
」
の
問
題
と
置
く
こ
と
や
、
あ
る
い
は
本
質
主
義
的
に
理
解
さ
れ
た
「
宗
教
そ
れ
自

体
」
と
の
照
合
作
業
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
不
適
切
で
あ
る
。
社
会
学
的
研
究
を
通
じ
て
検
討
さ
れ
る
べ
き
宗
教
概
念
の
意
味
は
、
近

し、
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現
代
社
会
の
概
念
布
置
の
全
体
に
お
い
て
こ
の
概
念
が
相
対
的
に
占
め
て
い
る
位
置
価
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
こ
と
と
な
都
0
 
そ
う

し
た
位
置
価
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
ょ
っ
て
は
じ
め
て
、
宗
教
概
念
特
有
の
性
質
を
論
じ
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
よ
り
具
体
的
な
論

点
を
一
例
に
挙
げ
る
な
ら
、
深
澤
英
隆
が
宗
教
概
念
に
つ
い
て
「
た
と
え
ば
芸
術
や
科
学
や
道
徳
な
ど
と
い
っ
た
、
近
代
性
に
内
属
す

る
概
念
と
は
異
な
り
、
近
代
性
一
般
と
の
強
い
緊
張
関
係
の
な
か
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
志
向
的
負
荷
を
担
っ
た
概
念
と
し
て
生
成
し
て
き

た
」
と
指
摘
し
て
い
る
事
態
を
、
社
会
学
的
分
析
の
か
た
ち
で
詳
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
が
期
待
で
き
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
宗
教
概
念
の
性
質
は
、
社
会
内
に
お
け
る
嘉
的
実
践
に
お
い
て
こ
の
概
念
が
用
い
ら
れ
る
場
面
や
方

法
を
確
か
め
る
こ
と
で
研
究
さ
れ
う
る
。
よ
り
具
体
的
に
言
え
ば
、
宗
教
と
名
指
さ
れ
て
い
る
現
象
や
名
指
す
こ
と
の
で
き
る
現
象
の

実
証
的
研
究
を
参
照
し
、
こ
れ
と
突
き
あ
わ
せ
な
が
ら
宗
教
概
念
の
吟
味
と
批
判
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
乍
業
は
、

実
証
的
研
究
の
遂
行
に
つ
い
て
言
え
ば
、
現
在
の
宗
教
社
会
学
に
と
つ
て
そ
う
新
奇
な
も
の
で
は
な
い
。
転
換
が
求
め
ら
れ
る
こ
と

は
、
「
宗
教
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
の
引
き
受
け
方
で
あ
り
、
こ
の
問
い
に
実
証
的
研
究
を
接
続
す
る
方
法
で
あ
る
0

以
上
、
い
さ
さ
か
込
み
入
っ
て
見
え
る
検
討
を
進
め
て
き
た
が
、
本
稿
の
結
論
を
一
言
に
ま
と
め
て
し
ま
う
な
ら
そ
れ
は
、
世
俗
化

論
に
含
ま
れ
て
い
た
「
宗
教
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
に
は
、
宗
教
社
会
学
が
正
面
か
ら
こ
れ
に
取
り
組
む
べ
き
必
要
と
価
値
が
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
代
世
界
で
は
、
例
え
ば
政
治
、
医
療
や
教
育
の
諸
場
面
に
お
い
て
、
「
宗
教
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
が
ま

す
ま
す
切
実
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
宗
教
概
念
を
用
い
た
嘉
的
実
践
の
中
に
は
、
人
間
の
相
互
理
解
に
向
け
た
努
力
の
重
要
な
一

部
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
宗
教
社
会
学
の
研
究
実
践
も
ま
た
、
こ
の
概
念
が
持
っ
可
能
性
と
限
界
に
条
件
づ
け
ら
れ
な

が
ら
、
そ
、
つ
し
た
努
力
の
一
翼
を
担
う
も
の
で
あ
ろ
う
。

言
語
論
的
転
回
の
イ
ン
パ
ク
ト
の
浸
透
や
、
そ
れ
に
ょ
る
系
譜
学
的
宗
教
概
念
批
判
論
の
興
隆
に
先
駆
け
、
世
俗
化
論
は
い
ち
は
や

世俗化論における宗教概念批判の契機
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く
、
そ
れ
ゆ
え
に
多
分
に
不
用
意
で
不
器
用
な
し
か
た
で
「
近
現
代
社
会
に
お
け
る
宗
教
」
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
。
結
果
的
に
は
時

期
尚
早
で
あ
っ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
、
こ
の
こ
と
が
世
俗
化
論
支
持
者
を
含
め
た
宗
教
社
会
学
に
、
「
{
示
教
と
は
何
か
」
と
い

う
問
い
を
矮
小
化
し
敬
遠
す
る
風
潮
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
宗
教
社
会
学
に
と
っ
て
「
{
示
教
と
は
何
か
」

と
い
う
問
い
は
、
放
棄
す
べ
き
誤
っ
た
問
い
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
で
き
る
か
ぎ
り
の
根
気
を
も
っ
て
追
究
す
べ
き
最
重
要
課
題
な
の
で

あ
る
。(

1
)
宗
教
概
念
批
判
の
動
向
を
概
観
し
た
も
の
と
し
て
、
 
R
 
・
マ
ッ
カ
チ
オ
ン
「
「
宗
教
」
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
め
ぐ
る
近
年
の
議
論
」
(
磯
前
順
一
、
 
R
 
・
カ

リ
チ
マ
ン
訳
『
現
代
愚
』
二
八
巻
九
号
、
二
0
0
0
年
)
、
磯
前
順
一
「
宗
教
概
念
お
よ
び
宗
教
学
の
成
立
を
め
ぐ
る
研
究
概
況
」
(
同
)
、
深
澤
英

隆
「
「
宗
教
」
概
念
と
「
宗
教
言
説
」
の
現
在
」
(
島
薗
進
・
鶴
岡
賀
雄
編
『
<
宗
教
>
再
考
』
ぺ
り
か
ん
社
、
二
0
0
四
年
)
な
ど
が
あ
る
。

(
2
)
代
表
的
な
世
俗
化
諸
理
論
の
整
理
と
し
て
、
以
下
の
諸
論
考
を
参
照
の
こ
と
。
欠
貰
ゆ
一
ご
0
ず
ず
ゆ
一
N
巽
ゆ
、
、
仂
円
三
曾
一
N
鉾
一
合
、
、
、
ヨ
へ
讐
§
ミ
⑦
ミ
N
.
ミ
,

島
等
N
心
.
N
、
一
拐
一
.
 
J
・
ス
ィ
ン
ゲ
ド
ー
、
石
井
研
士
訳
『
宗
教
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
』
ヨ
ル
ダ
ン
社
、
一
九
九
二
年
。
 
0
一
一
ぐ
一
興
↓
m
n
冨
昌
含
、
、
↓
ず
ゆ

m
曾
巨
碑
§
一
一
合
ヤ
貰
N
巳
映
ヨ
"
.
ヨ
＼
郡
ミ
ミ
~
＼
ミ
§
山
ら
§
§
ら
仂
ミ
せ
郡
＼
え
ミ
黄
§
W
O
.
心
、
]
途
]
.
「
世
俗
化
論
」
と
い
う
括
り
方
は
あ
い
ま
い

で
あ
り
、
論
老
本
人
が
否
定
し
て
い
る
場
合
も
多
い
が
、
そ
の
詳
し
い
事
情
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
世
俗
化
論
の
構
想
力
」
(
東
北
大
学
提
出
博
士
論
文
、

二
0
0
七
年
)
の
序
章
に
述
べ
た
。

(
3
)
↓
巴
巴
ン
曾
、
、
§
§
ミ
＼
§
⑦
ミ
§
(
仂
曾
{
又
P
m
曾
{
0
註
吊
.
N
8
W
)
.
中
村
圭
票
『
世
俗
の
形
成
』
み
す
ず
書
房
、
二
0
0
六
年
。

,
刈
吊
で
0
易
ゆ
巴
、
ヨ
、
郡
鍵
異
伽
゛
＼
§
仂
ミ
§
ミ
§
§
、
ゆ
斗
m
.
ず
イ
ロ
N
ぐ
区
 
m
8
井
曾
ル
 
n
=
貰
一
ゆ
m
 
国
=
誓
穿
ヨ
住
(
m
曾
{
又
旦
仂
曾
{
0
丑
 
d
ヤ
、

N
§
)
.

(
4
)
一
o
m
ゆ
n
N
m
倉
0
ぐ
N
、
、
ミ
へ
え
§
.
§
§
§
ミ
゛
§
弐
ミ
ミ
ミ
(
9
片
品
9
d
0
{
9
§
鵬
O
N
 
一
途
゛
)
.
津
城
寛
文
訳
『
近
代
世
界
の
公
丑
条

教
』
玉
川
大
学
出
版
部
、
一
九
九
七
年
。
、
m
ゆ
n
巨
貰
一
§
一
0
口
刈
ゆ
S
切
=
豊
、
.
冒
、
§
曳
詠
0
＼
§
⑦
爲
弐
§
ミ
郡
§
弐
、
ゆ
住
m
.
ず
イ
如
8
井
習
五
鼻
誘
今
,

片
三
巨
.

(
5
)
↓
ケ
0
爲
m
一
牙
片
ヨ
N
言
、
↓
ミ
~
§
ミ
詩
肉
§
.
§
(
Z
ゆ
乏
く
0
牙
冨
習
益
一
谷
、
一
逞
)
.
赤
池
憲
昭
、
 
J
 
・
ス
ィ
ン
ゲ
ド
ー
訳
「
見
え
な
い
{
示

注
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(
H
)
口
N
S
ゆ
、
え
ミ
黄
§
"
.
弐
窃
注
.
§
譜
§
R
 
~
、
、
断
、
で
で
.
-
N
1
一
"
、
問
昇
0
で
ゅ
:
ヤ
禽

(
巧
)
如
0
ケ
霞
8
 
n
E
二
N
a
.
 
6
Φ
一
N
門
ゆ
一
一
四
0
=
島
晋
m
ゆ
N
-
N
 
昂
=
四
0
=
住
ゆ
m
ぐ
巴
ゆ
氏
仂
、
.
ヨ
⑦
ミ
N
.
ミ
ら
§
、
爲
誘
き
.
一
、
一
途
W
 
、
U
蒸
仁
m
Φ
五
閖
ゆ
一
一
四
0
出
、
.
一
=

§
、
切
爲
ミ
ミ
 
C
ミ
捻
＼
ミ
武
爲
注
.
譜
、
~
ゞ
ト
冬
、
ゆ
ル
.
ず
て
 
W
曾
一
ゆ
X
 
、
一
=
ぐ
一
曾
ず
一
ゆ
刈
ゆ
=
四
0
出
又
口
陛
仁
功
ゆ
ル
刈
ゆ
=
四
0
出
冒
=
巴
ミ
.
ヨ
山
゛
☆
.
ミ
 
9
注
.

、
§
卸
0
.
ω
、
N
8
W
.

(
玲
)
刈
0
ず
典
一
↓
0
乏
一
曾
、
鵡
§
え
§
.
§
合
0
ミ
0
戸
 
n
0
易
曾
一
ゆ
、
一
ゆ
濯
)
.
ま
た
、
タ
ウ
ラ
ー
の
所
論
を
「
庶
民
」
と
い
う
類
型
が
持
っ
意
義
に

つ
ぃ
て
考
察
し
た
論
考
と
し
て
、
華
園
聰
麿
「
「
庶
民
信
仰
」
概
念
の
周
辺
」
(
一
東
北
大
学
文
学
部
研
究
年
報
』
四
十
八
号
、
一
九
九
八
年
)
。

(
Ⅱ
)
特
に
ア
メ
リ
カ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
宗
教
状
況
の
対
照
性
が
よ
り
強
く
意
識
さ
れ
る
に
し
た
が
い
、
両
者
の
関
連
づ
け
が
断
念
さ
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

地
域
に
つ
ぃ
て
個
々
に
議
論
が
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
本
稿
で
一
言
及
し
た
論
者
で
言
え
ば
、
デ
ィ
ヴ
ィ
ら
が
強
調
す
る
「
ヨ
ー
ロ
ツ

パ
例
外
論
」
の
立
場
は
こ
う
し
た
傾
向
の
現
れ
と
理
解
さ
れ
る
。
ご
N
S
ゆ
.
,
則
兵
0
で
ゅ
、
.
北
↓
ず
売
ヤ
円
路
一
含
6
ゆ
0
{
一
易
ヨ
仁
牙
=
巴
閃
ゆ
=
四
0
=
昔
冨
&
,

円
=
則
異
0
で
Φ
.
,
則
ゆ
§
如
円
映
円
.
,
,
則
易
一
ゆ
昌
0
-
0
四
畠
一
冨
0
ル
ゆ
m
q
、
,
ヨ
~
ミ
へ
§
.
隷
§
へ
ミ
弐
達
=
゛
一
途
↓
一
則
0
器
R
昔
一
、
冒
、
ミ
讐
如
受
、
ミ

鴇
ミ
§
⑦
、
§
゛
＼
え
§
§
§
.
区
乏
8
島
曾
円
巴

(
玲
)
冨
武
岬
 
n
語
ぐ
ゆ
m
、
、
m
零
三
貰
一
N
N
一
一
0
=
器
口
魯
一
ヨ
ヨ
伽
閃
ゆ
=
⑩
一
0
=
m
 
ン
仁
昔
又
一
q
、
.
冒
⑦
ミ
N
.
負
~
、
ミ
R
伽
鵡
.
W
、
]
中
繼
.
ご
N
ヨ
小
一
ゆ
出
円
ぐ
一
ゆ
〒
一
小
N
舎
、

え
曳
~
N
智
.
0
譜
今
爲
ら
辻
§
⇔
＼
ミ
曳
注
郡
選
(
井
谷
m
.
ず
イ
m
一
ヨ
0
出
一
ゆ
ゆ
、
 
Z
ゆ
乏
 
W
Z
易
乏
片
片
刈
仁
て
⑩
ゆ
誘
 
d
司
、
§
⇔
)
.

(
N
)
宗
教
概
念
の
代
わ
り
に
ス
ピ
リ
チ
ユ
ア
リ
テ
ィ
概
念
を
研
究
の
導
き
の
糸
と
す
る
し
か
た
も
、
や
は
り
宗
教
概
念
の
問
い
を
後
ま
わ
し
に
す
る
と
い

う
意
味
で
こ
れ
と
類
似
の
戦
略
と
言
え
る
。
深
澤
の
指
摘
の
よ
う
に
、
ス
ピ
リ
チ
ユ
ア
リ
テ
ィ
概
念
は
「
暗
黙
の
う
ち
に
、
こ
の
語
の
対
立
概
念
で
あ

る
宗
教
の
概
念
に
ょ
っ
て
あ
ら
か
じ
め
文
脈
化
さ
れ
て
い
る
」
か
ら
で
あ
る
(
深
澤
英
隆
『
啓
蒙
と
霊
性
』
岩
波
書
店
、
二
0
0
六
年
、
二
九
頁
)
。

加
え
て
、
宗
教
概
念
の
場
合
と
同
様
に
、
ス
ピ
リ
チ
ユ
ア
リ
テ
ィ
概
念
に
つ
い
て
も
そ
の
歴
史
的
・
社
会
的
負
荷
を
問
う
作
業
が
必
要
に
な
っ
て
く
る

(
深
澤
同
書
お
よ
び
葛
西
賢
太
「
「
ス
ピ
リ
チ
ユ
ア
リ
テ
ィ
」
を
使
う
人
々
」
(
湯
浅
泰
雄
監
修
『
ス
ピ
リ
チ
ユ
ア
リ
テ
ィ
の
現
在
』
人
文
書
院
、
二
0

0
三
年
)
)
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
今
や
ス
ピ
リ
チ
ユ
ア
リ
テ
ィ
に
関
す
る
嘉
は
、
こ
こ
で
は
十
分
に
論
じ
切
れ
な
い
拡
が
り
を
持
っ
よ
う
に
な
っ
て

き
て
い
る
(
島
薗
進
『
ス
ピ
リ
チ
ユ
ア
リ
テ
ィ
の
興
隆
』
岩
波
書
店
、
二
0
0
七
年
、
樫
尾
直
樹
『
ス
ピ
リ
チ
ユ
ア
リ
テ
ィ
革
命
』
春
秋
社
、
二
0
 
-

0
年
な
ど
)
。

⑳
ド
ベ
ラ
ー
レ
前
掲
論
文
の
改
訂
版
で
あ
る
二
0
0
二
年
の
著
書
で
は
、
「
教
会
へ
の
関
与
の
衰
退
」
・
「
宗
教
変
動
」
・
「
非
聖
化
」
は
そ
れ
ぞ
れ
「
個

人
的
世
俗
化
」
.
「
組
織
的
世
俗
化
」
.
「
社
会
的
世
俗
化
(
m
0
含
ゆ
邑
m
魯
三
曾
§
武
含
)
」
と
表
現
し
な
お
さ
れ
て
い
る
(
欠
理
ゆ
一
口
0
ず
ず
ゆ
一
N
円
ゆ
、
⑦
ミ
.

§
.
ミ
§
如
益
器
ゆ
一
m
、
ヤ
局
、
N
8
N
)
。
ま
た
他
に
も
、
チ
ャ
ン
ネ
ン
の
世
俗
化
論
解
釈
が
同
じ
分
解
の
手
法
を
採
っ
て
い
る
(
↓
m
n
語
言
含
、
、
.
↓
=
ゆ

仂
曾
三
理
一
N
然
一
今
勺
N
掛
島
映
ヨ
J
。
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書
一
昌
ヨ
如
曾
=
ず
二
品
ゆ
,
↓
ミ
、
ミ
弐
譜
 
0
＼
え
ミ
時
§
(
W
円
五
ゆ
K
 
d
 
又
ら
巴
ヰ
0
亘
N
司
、
一
中
誤
)
一
、
~
§
達
゛
＼
肉
ミ
黄
§
(
Z
ゆ
冬
如
嵳
易
冬
片
片
、

即
巨
映
円
m
d
勺
、
語
の
[
一
中
等
]
)
.

(
給
)
特
に
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
宗
教
社
会
学
に
お
け
る
素
朴
な
実
証
主
義
の
問
題
に
触
れ
た
、
山
中
前
掲
論
文
の
B
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
批
判
が
有
益
で
あ

る
。

(
鈴
)
↓
一
ヨ
0
芽
て
司
一
實
⑩
興
巴
P
 
、
ン
 
9
三
ρ
仁
ゆ
0
{
、
閃
ゆ
=
叫
一
0
气
 
N
m
N
 
9
0
訟
・
合
一
三
邑
 
6
讐
ゆ
⑩
又
K
.
冒
武
曳
§
糺
貸
ミ
↓
§
達
§
§
切
ミ
せ
0
＼

え
ミ
黄
§
中
、
一
途
↓
.

(
関
)
三
n
欠
一
出
=
0
出
"
、
m
又
一
0
-
0
伽
片
巴
U
ゆ
辻
ヨ
弐
0
易
、
一
倉
鵬
仁
N
如
Φ
の
円
ヨ
ゆ
m
、
N
=
ユ
昔
ゆ
,
国
誘
含
n
ゆ
.
0
{
刈
巴
一
曹
0
=
、
.
で
.
↓
司
.

(
訂
)
冨
n
欠
昔
=
0
戸
、
m
又
一
0
-
0
⑩
片
N
-
 
U
ゆ
一
冒
三
0
易
、
↑
習
伽
仁
N
⑩
ゆ
の
N
ヨ
ゆ
m
、
 
N
且
昔
.
,
国
m
m
曾
0
ゆ
.
0
一
え
ゆ
=
四
0
出
.
、
で
.
伽
一
.
ま
た
、
磯
前
順
一
「
宗
教
研

究
と
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
状
況
」
(
磯
前
、
 
T
 
・
ア
サ
ド
編
『
宗
教
を
語
り
な
お
す
』
み
す
ず
書
房
、
二
0
0
六
年
)
に
同
趣
旨
の
記
述
が
あ
る
0

(
詑
)
こ
こ
で
は
、
野
家
政
旦
が
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
「
途
上
主
義
」
に
つ
い
て
用
い
て
い
る
表
現
を
借
り
て
い
る
(
『
増
補
科
学
の
解
釈
学
』
ち
く

ま
学
芸
文
庫
、
二
0
0
七
年
、
二
九
五
頁
)
。

(
認
)
刈
0
ず
曾
一
如
曾
区
、
へ
爲
譜
N
&
、
ミ
注
ミ
§
爲
ミ
§
慧
.
§
達
郡
＼
え
価
§
.
゛
舗
(
↓
ケ
ゆ
出
N
映
仁
ゆ
、
 
K
0
昇
0
出
、
]
中
配
)
.
国
二
n
m
語
g
ゆ
、
へ
§
ミ
§
§

え
§
§
(
§
ゆ
住
.
一
号
ル
0
戸
ご
暑
片
冬
又
9
、
一
拐
の
[
一
中
誤
]
)
、
選
.
w
a
1
器

(
誕
)
付
記
し
て
お
け
ぱ
、
こ
う
し
た
宗
教
の
捉
え
方
は
、
「
概
念
」
を
「
実
在
」
や
「
現
実
世
界
」
と
対
置
さ
せ
て
理
解
し
た
上
で
、
そ
う
し
た
「
単
な

る
概
念
」
へ
と
宗
教
を
還
元
し
よ
う
と
す
る
類
の
も
の
で
は
な
い
。
本
稿
が
取
る
の
は
、
山
嶋
亮
が
言
う
「
方
法
論
的
不
可
知
論
」
の
立
場
で
あ
る

(
「
オ
ウ
ム
真
理
教
事
件
と
{
示
教
学
」
『
福
祉
文
化
』
四
号
、
二
0
0
五
年
、
四
二
1
四
三
頁
)
。
よ
り
一
般
的
に
は
、
ロ
ウ
・
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
と
ハ

イ
.
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
の
対
立
に
関
わ
っ
て
く
る
点
で
あ
る
が
、
本
稿
の
議
論
は
さ
し
あ
た
り
そ
の
決
着
を
迫
ら
れ
な
い
範
囲
内
に
収
め
ら
れ
て
い

る
(
野
家
啓
一
『
物
語
の
哲
学
』
岩
波
書
店
、
二
0
0
五
年
、
第
七
章
参
照
)
。

(
錫
)
深
澤
前
掲
晝
二
頁
。
ま
た
、
実
際
に
宗
教
概
念
の
社
会
学
的
考
察
に
進
ん
だ
以
下
の
拙
論
で
は
、
宗
教
概
念
を
近
現
代
的
概
念
布
置
に
お
け
る
残

余
範
疇
と
し
て
捉
え
る
見
方
を
示
し
て
お
い
た
。
も
っ
と
も
一
般
的
な
か
た
ち
の
素
描
と
し
て
は
武
0
§
毎
ず
o
m
霽
ゆ
、
、
孝
て
m
ケ
0
仁
区
m
0
含
0
-
,

0
鴫
則
ヨ
旦
0
て
牙
ゆ
 
n
0
月
ゆ
又
又
刈
ゆ
=
四
0
鳥
.
χ
~
凶
慧
趨
ミ
~
、
ら
ミ
、
§
誘
゛
＼
§
~
譜
時
§
ミ
§
ミ
山
誘
郡
籍
.
ミ
§
＼
ミ
§
鵡
N
.
§
選
゛
＼

え
§
.
§
.
↓
0
乏
0
、
冨
貰
0
=
、
M
§
.
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
シ
ス
テ
ム
論
図
式
に
お
け
る
検
証
と
し
て
は
、
「
T
 
・
。
ハ
ー
ソ
ン
ズ
「
社
会
体
系
逃
に
お
け

る
「
宗
教
」
概
念
と
そ
の
可
能
性
」
(
『
社
会
学
年
報
』
三
五
号
、
二
0
0
六
年
)
。
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The Motif of criticizing the concept of Religion
in secularization Theories

The aim of this paper is to reinterpret 血e so・ca11ed secularization theories

and then to shoW 血e signi丘Cance of continuous investigation for the ques・

tion of "what is religion?" from the soci010gical viewpoint. The dassical

Version of secularizauon theories implies a theoretical examination for the

Concept of reⅡgion with comparative analysis of religion in a conventional

Sense ぐ'church・oriented religion") and in a non・conventional sense. HOW・

ever, these theories have an inadequate presupposition in which the

Concept of religion is treated as just an analytic instrument each soci010gist

Can define before beg血ning a research project.1n addition to this method・

010gicalissue, the worldwide "religious revival" after 1980s had soci010gists

recognize the "failure" of the secularization thesis, and unfortunately led to

avoidance of a general theoretical approach to religion in 血e soci010gy of

religion.

Recent genealogical studies of the concept of reⅡgion criticize academic

Use of the concept of religion, but this criticism does not indicate the neces・

Sity to renounce it. Rather, the research program they require is a

Sod010gical study to examine the concept in its positional value with血 the

global social order wi血 a re丑ective perspective. This sod010gical critique

Of 血e concept of reⅡgion should make a unique contribution by examining

not only social and 11istorical restraints but also possible applications of the

Concept.
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