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中
国
に
お
け
る
宗
教
と
世
俗
化

批
判
儒
教
の
た
め
に

中
島
隆
博

１
　
二
つ
の
世
俗
化
概
念

―secularizatio
n

とlaicizatio
n

　
Ｕ
Ｔ
Ｃ
Ｐ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
哲
学
と
し
て
の
現
代
中
国
」
は
、
二
〇
〇
八
年
度
夏
学
期
に
ジ
ョ
エ
ル
・
ト
ラ
ヴ
ァ
ー
ル
教
授

（
Ｅ
Ｈ
Ｓ
Ｓ
）
を
招
き
、
現
代
中
国
に
お
け
る
儒
教
復
興
を
理
論
的
に
考
え
る
ジ
ョ
イ
ン
ト
・
セ
ミ
ナ
ー
を
行
っ
た
。
そ
の
中

で
、
ト
ラ
ヴ
ァ
ー
ル
は
「
世
俗
化
」
と
い
う
言
葉
の
定
義
を
め
ぐ
っ
て
、
二
つ
の
こ
と
を
区
別
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
主
張
し

た
。
す
な
わ
ち
、secularization

と
し
て
の
世
俗
化
とlaicization

と
し
て
の
世
俗
化
で
あ
る
。
以
下
、
ト
ラ
ヴ
ァ
ー
ル
の
主
張

に
沿
っ
て
見
て
い
こ
う
。

　
前
者
のsecularization

は
、
宗
教
が
社
会
全
体
を
現
実
的
に
動
か
す
圧
倒
的
な
力
を
失
い
周
縁
化
し
な
が
ら
も
、
同
時
に
、

宗
教
的
概
念
が
世
界
の
中
に
転
移
さ
れ
社
会
規
範
と
し
て
実
現
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
れ
は
ど
ち
ら
か
と
い

う
と
ド
イ
ツ
的
・
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
な
背
景
を
持
つ
概
念
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
そ
れ
をrealization  (Verw

irklichung ) 

も
し
く
は

w
orldization (Verw

eltlichung  )

と
名
づ
け
て
い
た
。
要
す
る
に
、secularization
と
は
、
宗
教
が
超
越
的
な
位
置
か
ら
現
実
化
し

世
界
化
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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そ
れ
に
対
し
て
、
後
者
のlaicization

は
い
わ
ゆ
る
政
教
分
離
を
意
味
し
、
政
治
と
い
う
公
共
空
間
か
ら
宗
教
が
切
り
離
さ

れ
、
個
人
の
私
的
領
域
の
問
題
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
社
会
規
範
の
中
に
宗
教
的
な
も
の
が
回
復
さ

れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
フ
ラ
ン
ス
的
・
カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
背
景
を
持
つ
概
念
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
共
和

国
的
概
念
に
具
現
化
し
て
い
る
。
ト
ラ
ヴ
ァ
ー
ル
は
そ
れ
を
、「
政
治
領
域
が
特
定
の

0

0

0

宗
教
的
連
関
か
ら
分
離
さ
れ
た
の
で
は

な
く
、
全
体
と
し
て
の

0

0

0

0

0

0

宗
教
か
ら
分
離
さ
れ
た

）
1
（

」
と
定
義
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
昨
今
の
ス
カ
ー
フ
問
題
を
見
て
も
こ
の

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
で
は
、
米
国
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
か
。
ト
ラ
ヴ
ァ
ー
ル
の
定
義
か
ら
す
る
と
、
そ
れ
は
前
者
のsecularization

に
属
す
る
も

の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
米
国
の
大
統
領
が
公
的
な
演
説
の
中
で
神
に
訴
え
る
こ
と
は
、laicization

の
世
俗
化
に
お
い
て
は

矛
盾
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
逆
に
言
え
ば
、
米
国
に
お
い
て
は
、
宗
教
は
フ
ラ
ン
ス
以
上
に
世
俗
化
（
世
界
化w

orldization

と
し
て
の
意
味
で
）
し
て
い
る
。
私
的
領
域
で
の
信belief

に
と
ど
ま
る
こ
と
が
で
き
ず
、
社
会
の
中
で
そ
の
価
値
が
実
現
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
だ
。

２
　
市
民
宗
教civil relig

io
n

―
ル
ソ
ー
と
ベ
ラ
ー

　
こ
こ
に
「
市
民
宗
教 civil religion

」
と
い
う
考
え
が
登
場
す
る
余
地
が
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、「
市
民
宗
教
」
は
ル

ソ
ー
の
概
念
で
、『
社
会
契
約
論
』
の
末
尾
に
挿
入
さ
れ
た
も
の
だ
。
こ
れ
は
い
さ
さ
か
錯
綜
し
た
概
念
で
も
あ
る
。
確
認
し

て
お
こ
う
。
ル
ソ
ー
は
ま
ず
、
特
殊
社
会
で
の
「
市
民
宗
教
」
と
一
般
社
会
で
の
「
人
間
の
宗
教
」
を
区
別
す
る
。「
市
民
宗

教
」
と
は
、「
特
定
の
一
つ
の
国
に
お
い
て
の
み
制
度
化
さ
れ
、
こ
の
国
に
そ
の
神
々
、
す
な
わ
ち
固
有
の
守
護
神
を
与
え
る

も
の
で
あ
る
。
こ
の
宗
教
は
、
そ
の
教
義
、
そ
の
儀
礼
、
そ
し
て
法
律
の
定
め
る
外
面
的
な
礼
拝
を
持
っ
て
い
る

）
2
（

」。
そ
れ
に

対
し
て
、「
人
間
の
宗
教
」
と
は
、「
神
殿
も
祭
壇
も
儀
礼
も
な
く
、
至
高
の
神
へ
の
純
粋
に
内
的
な
礼
拝
と
、
道
徳
の
永
遠
の



93 中国における宗教と世俗化

義
務
と
に
限
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
、
純
粋
で
単
純
な
福
音
の
宗
教
、
真
の
有
神
論
で
あ
り
、
自
然
的
神
法
と
も
呼
び
う
る
も

の
）
3
（

」
で
あ
る
。

　
そ
の
上
で
、
ル
ソ
ー
は
「
市
民
宗
教
」
を
洗
練
し
て
い
く
。
そ
れ
は
、
従
来
の
「
市
民
宗
教
」
の
教
義
に
共
同
体
で
の
道
徳

や
義
務
の
履
行
と
、「
社
会
契
約
及
び
法
律
の
神
聖
性
」
を
加
え
る
と
と
も
に
、
他
の
宗
教
に
対
す
る
「
不
寛
容
」
を
取
り
除

い
た
も
の
で
あ
る

）
4
（

。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、「
市
民
宗
教
」
は
、「
各
市
民
に
自
分
の
義
務
を
愛
さ
せ
る
よ
う
な
宗
教
を
持
つ

と
い
う
こ
と
は
、
国
家
に
と
っ
て
、
ま
こ
と
に
重
要
で
あ
る

）
5
（

」
と
さ
れ
る
宗
教
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
既
存
の
宗
教
と
は

矛
盾
し
な
い
。
私
的
領
域
に
お
い
て
い
か
な
る
信
条
を
市
民
が
持
と
う
が
、「
主
権
者
の
関
知
す
べ
き
と
こ
ろ
で
は
な
い

）
6
（

」
か

ら
だ
。

　
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
ル
ソ
ー
が
望
ん
だ
「
市
民
宗
教
」
が
実
現
し
た
と
は
言
え
な
い
。
そ
れ
ほ
ど
フ
ラ
ン
ス
で
は

laicization

が
進
み
、
公
共
空
間
か
ら
宗
教
的
な
る
も
の
が
追
放
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
的
な
理
念
が
実
現
し
た
の
は

か
え
っ
て
ア
メ
リ
カ
と
い
う
も
う
一
つ
の
共
和
国
で
あ
る
。
こ
こ
で
ロ
バ
ー
ト
・
ベ
ラ
ー
の
「
ア
メ
リ
カ
市
民
宗
教
」
を
一
瞥

し
て
お
こ
う
。

　
ベ
ラ
ー
は
ア
メ
リ
カ
の
「
市
民
宗
教
」
を
定
義
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
特
殊
な
経
験
に
基
づ
く
も
の
で
、
そ
の
神
は
「
特
に
ア

（
1
） Joël T
horaval, “T

he political and the religious in a post-C
onfucian society (1) : Popular religion and the ‘theorem

 of secularization’ ,” in U
T

C
P joint-

sem
inar N

akajim
a/ T

horaval (2008).

　
傍
点
（
，）
に
よ
る
強
調
は
原
著
者
に
よ
る
。

（
2
）
ジ
ャ
ン 

＝ 

ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
『
社
会
契
約
論
』（
作
田
啓
一
訳
）「
第
八
章
　
市
民
宗
教
に
つ
い
て
」、
小
林
善
彦
ほ
か
編
訳
『
ル
ソ
ー
全
集
』
第
五
巻
、

白
水
社
、
一
九
七
九
年
、
二
四
五
頁
。

（
3
）
同
、
二
四
四
―
二
四
五
頁
。

（
4
）
同
、
二
五
〇
頁
。

（
5
）
同
、
二
四
九
頁
。

（
6
）
同
上
。
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メ
リ
カ
に
関
心
が
あ
り
、
歴
史
に
積
極
的
に
介
入
す
る

）
7
（

」
と
述
べ
る
。
そ
の
上
で
、
三
つ
の
試
練
を
挙
げ
、
ア
メ
リ
カ
の
「
市

民
宗
教
」
が
果
た
し
た
、
そ
し
て
果
た
し
て
い
く
役
割
を
定
式
化
し
た
。

　
第
一
は
、
独
立
の
試
練
で
、
こ
れ
は
旧
約
の
出
エ
ジ
プ
ト
に
擬
せ
ら
れ
、
独
立
宣
言
そ
し
て
憲
法
と
い
う
聖
典
を
制
定
し
、

ア
メ
リ
カ
国
民
を
「
ア
メ
リ
カ
の
イ
ス
ラ
エ
ル
」
に
お
い
て
創
出
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
第
二
は
、
南
北
戦
争
で
あ
る
。「
南

北
戦
争
と
と
も
に
、
死
、
犠
牲
、
再
生
と
い
う
新
し
い
テ
ー
マ
が
市
民
宗
教
に
入
っ
て
く
る

）
8
（

」
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の

内
戦
を
通
じ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
「
市
民
宗
教
」
は
リ
ン
カ
ー
ン
の
ゲ
テ
ィ
ス
バ
ー
グ
演
説
と
い
う
「
新
約
」
（「
こ
こ
に
生
命
を
捨

て
た
人
々
の
生
命
を
、
国
民
は
生
き
る
で
あ
ろ
う
」）
を
手
に
入
れ
、
戦
場
で
の
死
に
「
犠
牲
」
と
い
う
象
徴
的
意
味
を
与
え
た
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
第
三
は
、
ベ
ラ
ー
が
こ
の
論
文
を
書
い
た
当
時
に
直
面
し
て
い
た
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
で
あ
る
。
ベ
ラ
ー
は
、
国

際
世
界
と
関
わ
っ
て
し
ま
っ
た
こ
の
戦
争
に
お
い
て
、
如
何
に
し
て
「
市
民
宗
教
」
は
そ
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
限
界
と
犠
牲
の

論
理
を
容
認
す
る
危
険
を
乗
り
越
え
て
、「
何
ら
か
の
永
続
的
で
一
貫
し
た
世
界
秩
序
の
達
成

）
9
（

」
を
す
る
か
が
問
わ
れ
て
い
る
、

と
述
べ
た
。

幸
い
に
し
て
、
ア
メ
リ
カ
市
民
宗
教
は
ア
メ
リ
カ
国
民
崇
拝
で
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
の
経
験
を
窮
極
的
、
普
遍
的
現
実
の

光
に
照
ら
し
て
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
新
し
い
状
況
が
必
要
と
し
て
い
る
再
組
織
は
ア
メ
リ
カ
市
民
宗
教
の

連
続
性
を
攪
乱
す
る
必
要
は
な
い
。
世
界
的
市
民
宗
教
は

4

4

4

4

4

4

4

4

、
ア
メ
リ
カ
市
民
宗
教
の
否
定
と
し
て
で
は
な
く
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
そ
の
実

4

4

4

現
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
た
し
か
に
、
そ
の
よ
う
な
結
果
は
当
初
か
ら
の
ア
メ
リ
カ
市
民
宗
教

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
終
末
論
的
希
望

4

4

4

4

4

4

4

で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
結
果
の
意
味
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
の
意
味
そ
の
も
の
を
否
定
す

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

る4

こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う

）
10
（

。

要
す
る
に
、
ベ
ラ
ー
は
、「
ア
メ
リ
カ
市
民
宗
教
」
が
「
世
界
的
市
民
宗
教
」
と
な
り
、
あ
ら
た
な
「
国
際
的
象
徴
」
を
手
に
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入
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
「
ア
メ
リ
カ
の
意
味
」
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
わ
ざ
わ
ざ
ベ
ラ
ー
の
議
論
を
紹
介
し
た
の
は
、
宗
教
の
世
俗
化
を
国
際
化
し
よ
う
と
い
う
場
合
に
、
あ
る
程
度
の

宗
教
性
を
世
界
化
し
社
会
規
範
化
す
るsecularization

の
国
際
化
で
あ
れ
ば
、
特
定
の
「
市
民
宗
教
」
が
自
ら
を
止
揚
す
る
と

い
う
形
で
共
生
し
う
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
が
「
市
民
宗
教
」
で
あ
る
限
り
「
ア
メ
リ
カ
市
民
宗
教
」
の
変
形
で
し
か
な

く
、
結
局
は
、「
ア
メ
リ
カ
の
意
味
」
を
受
け
入
れ
た
共
生
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の

場
合
に
は
、「
ア
メ
リ
カ
市
民
宗
教
」
を
支
え
て
い
る
「
ア
メ
リ
カ
の
イ
ス
ラ
エ
ル
」
と
犠
牲
の
論
理
が
ど
こ
ま
で
批
判
的
に

再
検
討
さ
れ
る
か
が
重
要
な
問
題
と
な
る
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
宗
教
の
世
俗
化
を
国
際
化
す
る
に
は
、
も
う
一
つ
のlaicization

の
道
も
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
ト
ラ
ヴ
ァ
ー
ル
の

定
義
に
従
う
な
ら
、
そ
れ
は
公
共
空
間
で
の
政
教
分
離
の
徹
底
と
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
は
た
し
て
米
国
（
そ
し
て
そ
の
他
の

国
々
）
をlaicization

に
持
っ
て
い
く
こ
と
は
で
き
る
の
か
、
ま
た
「
市
民
宗
教
」
と
い
っ
た
政
治
を
支
え
る
準
‐
宗
教
的
な
概

念
を
ど
の
よ
う
に
断
ち
き
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、「
世
界
市
民
宗
教
」
の
論
理
を
ど
の
よ
う
に
批
判
す
る
の
か
、
興
味
は
尽

き
な
い
。

３
　
儒
教
は
宗
教
な
の
か
（
１
）

―
清
末
か
ら
文
化
大
革
命
ま
で

　
こ
こ
で
本
題
で
あ
る
中
国
に
お
け
る
儒
教
の
問
題
の
検
討
に
入
ろ
う
。
現
代
中
国
に
お
け
る
儒
教
復
興
現
象
は
目
覚
ま
し
い
。

（
7
）
ロ
バ
ー
ト
・
ベ
ラ
ー
『
社
会
変
革
と
宗
教
倫
理
』（
河
合
秀
和
訳
）「
第
一
一
章
　
ア
メ
リ
カ
の
市
民
宗
教
」、
未
來
社
、
一
九
七
三
年
、
三
五
四
頁
。

（
8
）
同
、
三
五
八
頁
。

（
9
）
同
、
三
七
〇
頁
。

（
10
）
同
、
三
七
一
頁
。
傍
点
（
・
）
に
よ
る
強
調
は
中
島
に
よ
る
。
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儒
教
の
復
興
が
顕
著
に
な
り
出
し
た
の
は
一
九
八
〇
年
代
か
ら
で
あ
り
、
当
時
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
レ
ベ

ル
で
の
復
興
（「
大
学
儒
教
」）
で
あ
っ
た
の
が
、
近
年
で
は
民
衆
レ
ベ
ル
で
の
復
興
（「
民
間
儒
教
」）
も
顕
著
で
あ
る
。
ま
た
、
か

つ
て
の
儒
教
の
制
度
を
復
興
し
よ
う
と
い
う
動
き
も
あ
る
（「
制
度
儒
教
」）
。

　
こ
う
し
た
中
、「
儒
教
は
宗
教
な
の
か
」
と
い
う
問
い
が
再
び
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
近
代
中
国
が
西
洋
と
対
峙
し
た
と
き
、

科
学
技
術
や
政
治
制
度
と
並
ん
で
、
い
や
そ
れ
以
上
に
重
要
で
あ
っ
た
課
題
は
宗
教
問
題
で
あ
っ
た
。
西
洋
の
力
の
背
景
に

あ
る
の
が
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
る
と
い
う
の
が
そ
の
背
景
に
あ
る
認
識
で
あ
っ
た
。
す
で
に
明
末
に
お
い
て
中
国
は
キ
リ
ス
ト

教
に
接
し
て
い
た
が
、
そ
の
キ
リ
ス
ト
教
は
「
天
主
教
」
と
い
う
「
教
え
」
で
あ
り
、
仏
教
や
儒
教
と
並
ん
で
個
人
の
修
養

practice

に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
は
中
国
化
さ
れ
て
理
解
さ
れ
て
お
り
、

中
国
の
思
想
伝
統
に
齟
齬
す
る
こ
と
の
な
い
、
読
み
替
え
可
能
な
「
教
え
」
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
清
末
に
再
び
出
会
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
な
も
の
で
あ
り
、
個
人
の
内
面
的
なbelief

に
基

づ
く
宗
教religion

で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
そ
れ
は
個
人
の
修
養
に
と
ど
ま
ら
ず
、
植
民
地
政
策
を
採
る
国
家
を
支
え
る
機
能

も
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
中
国
も
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
に
相
当
す
る
宗
教religion

を
創
り
あ
げ
よ
う
と
し
た
。
そ
の
一
つ
が
仏
教
の
再
定
義

で
あ
り
、
宗
教
化
さ
れ
た
仏
教
は
「
仏
学
」
と
も
呼
ば
れ
た
。
そ
し
て
、
も
う
一
つ
が
儒
教
で
あ
る
。「
儒
教
は
宗
教
な
の

か
」
と
い
う
問
い
が
問
わ
れ
た
の
は
こ
こ
に
お
い
て
で
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
は
じ
め
か
ら
答
え
る
こ
と
の
で
き
な
い

問
い
で
あ
る
。
本
当
に
問
題
で
あ
っ
た
の
は
、
儒
教
を
ど
の
よ
う
に
宗
教
化
す
る
か
で
あ
っ
た
。
伝
統
的
な
儒
教
に
何
ら
か
の

宗
教
性
を
見
い
だ
す
こ
と
で
宗
教
化
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
儒
教
を
改
変
し
キ
リ
ス
ト
教
に
相
当
す
る
も
の
に
す
る
の
か
。

　
革
命
派
の
康
有
為
が
目
指
し
た
の
は
後
者
で
あ
っ
た
。
康
有
為
が
主
張
す
る
「
孔
教
」
と
い
う
名
が
示
す
よ
う
に
、
そ
れ
は

「
キ
リ
ス
ト
」
と
い
う
救
い
主
に
対
応
す
る
人
格
と
し
て
孔
子
を
祭
り
上
げ
、
教
会
と
同
様
の
組
織
を
「
孔
教
会
」
と
し
て
整

備
す
る
と
い
う
ア
イ
デ
ア
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
、
一
九
一
二
年
に
作
ら
れ
た
「
孔
教
会
」
は
、
康
有
為
の
弟
子
で
、
コ
ロ
ン
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ビ
ア
大
学
で
学
位
を
得
た
陳
煥
章
が
中
心
に
な
っ
て
設
立
運
営
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、「
孔
教
」
を
国
教
化

す
る
請
願
運
動
ま
で
始
め
た
の
だ
が
、
袁
世
凱
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
儒
教
を
宗
教
化
す
る
と
い
う
こ
の
運
動
自

体
が
勢
い
を
失
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
後
、
儒
教
は
旧
中
国
の
象
徴
と
し
て
排
撃
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
五
四
新
文
化
運
動
に
代
表
さ
れ
る
近
代
主
義
的

な
啓
蒙
に
よ
っ
て
も
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
の
中
国
共
産
党
に
よ
っ
て
も
徹
底
的
に
退
け
ら
れ
た
。
そ
れ
は
儒
教
の
内

容
が
前
近
代
的
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
儒
教
が
個
人
の
内
面
のbelief

を
中
途
半
端
な
仕
方
で
し
か
引
き
受

け
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
近
代
主
義
に
し
て
も
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
中
国
の
共
産
主
義
に
し
て
も
、
個
人
の
内
面
に

触
れ
、
そ
れ
を
領
有
し
た
上
で
社
会
を
変
革
し
よ
う
と
し
た
も
の
だ
が
、
つ
い
に
宗
教
化
さ
れ
な
か
っ
た
儒
教
は
そ
の
パ
ー
ト

ナ
ー
と
し
て
は
不
適
切
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
仏
教
が
儒
教
に
比
べ
る
と
排
斥
の
度
合
い
が
低
い
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
仏
教

が
宗
教
と
し
て
あ
る
程
度
機
能
し
え
た
か
ら
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
代
わ
り
に
、
近
代
主
義
と
共
産
主
義
が
手
に
し
て

い
た
も
の
は
、
中
国
近
代
文
学
と
毛
沢
東
主
義
で
あ
っ
た
。
こ
の
二
つ
こ
そ
、
中
国
近
代
の
宗
教
と
し
て
、
ひ
そ
か
に
政
治
を

支
え
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
清
末
か
ら
文
化
大
革
命
の
終
焉
ま
で
の
期
間
、
中
国
は
明
確
な
政
教
分
離
の
国
で
あ
り
、

laicization

と
し
て
の
世
俗
化
が
覆
っ
て
い
た
と
言
え
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
近
代
的
な
宗
教
と
し
て
の
文
学
と
毛
沢
東
主
義

が
個
人
の
私
的
領
域
を
支
配
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
論
理
的
な
整
合
性
を
示
す
事
柄
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

４
　
儒
教
は
宗
教
な
の
か
（
２
）

―
改
革
開
放
以
後

　
事
情
が
変
わ
っ
た
の
は
、
改
革
開
放
政
策
が
取
ら
れ
て
以
降
で
あ
る
。
儒
教
復
興
は
そ
れ
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。「
赤
い

資
本
主
義
」
と
呼
ば
れ
た
よ
う
に
、
中
国
共
産
党
は
経
済
政
策
に
お
い
て
従
来
の
共
産
主
義
政
策
を
転
換
し
た
。
し
か
し
、
こ

れ
が
共
産
党
政
権
の
レ
ジ
テ
ィ
マ
シ
ー
を
揺
る
が
せ
た
本
当
の
理
由
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
経
済
政
策
の
転
換
に
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よ
っ
て
、
共
産
党
は
従
来
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
ほ
ど
の
人
民
の
支
持
を
得
た
か
ら
で
あ
る
。
真
の
問
題
は
、
毛
沢
東
主
義
と
い

う
宗
教
を
放
棄
し
た
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
普
通
選
挙
の
よ
う
な
、
民
主
主
義
的
な
手
続
き
に
も
と
づ
く
レ
ジ
テ
ィ
マ
シ
ー

の
絶
え
ざ
る
再
構
築
と
い
っ
た
手
段
を
採
用
し
な
か
っ
た
以
上
、
毛
沢
東
主
義
に
代
わ
っ
て
人
々
のbelief

に
訴
え
か
け
る
何

か
が
必
要
と
さ
れ
た
。
こ
こ
に
入
り
こ
ん
で
き
た
の
が
、
中
国
近
代
に
お
い
て
抑
圧
さ
れ
続
け
て
き
た
儒
教
で
あ
っ
た
。

　
北
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
開
会
式
は
ま
だ
記
憶
に
新
し
い
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
シ
ョ
ー
の
中
で
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
繰
り
返

さ
れ
た
の
は
「
和
」
で
あ
っ
た
。「
和
諧
社
会
」
が
中
国
共
産
党
第
十
六
次
中
央
委
員
会
第
六
次
全
体
会
議
で
採
択
さ
れ
、
第

十
一
次
五
ヵ
年
計
画
に
盛
り
込
ま
れ
た
の
は
二
〇
〇
六
年
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
延
長
線
上
に
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
置
か
れ
て
い

た
。「
和
」
と
い
う
儒
教
的
な
概
念
は
、
い
ま
や
共
産
党
政
権
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
共
産
党
政
権
は
明
確
な
政
教
分
離
の
原
則
の
上
に
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
単
純
に
宗
教
と
し
て
の
儒
教
に
訴
え

る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
こ
に
用
語
の
争
い
（
政
治
的
な
争
い
）
が
出
て
く
る
必
然
性
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
儒
教
で
は
な
く
儒

学
と
い
う
言
葉
の
使
用
で
あ
る
。
儒
教
が
宗
教
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
儒
学
は
あ
く
ま
で
も
あ
る
学
問
体
系
と
し

て
（
人
に
よ
っ
て
は
哲
学
も
し
く
は
教
育
学
と
考
え
る
）
、
よ
り
普
遍
的
な
文
化
価
値
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
う
る
。
そ
の
た
め
、
政

教
分
離
原
則
を
維
持
す
る
限
り
、
中
国
共
産
党
に
と
っ
て
扱
い
や
す
い
の
は
、
儒
教
よ
り
も
儒
学
（
あ
る
い
は
そ
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト

と
し
て
の
「
儒
」、「
儒
家
」）
で
あ
る
。
事
実
、
こ
の
点
で
、
仏
教
や
道
教
あ
る
い
は
そ
の
他
の
新
興
宗
教
の
よ
う
に
、
特
定
の
教

団
組
織
と
実
践
的
な
儀
礼
を
有
す
る
宗
教
は
、
政
治
的
な
観
点
か
ら
は
、
儒
学
の
有
効
性
の
足
も
と
に
も
及
ば
な
い
。

　
そ
う
す
る
と
、
儒
教
復
興
は
、
一
方
で
宗
教
と
し
て
の
儒
教
の
復
興
で
あ
り
な
が
ら
、
他
方
で
決
し
て
宗
教
で
あ
っ
て
は
な

ら
な
い
儒
教
の
復
興
で
も
あ
る
と
い
う
ダ
ブ
ル
バ
イ
ン
ド
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
ア
ポ
リ
ア
的
な
現
象
を
前
に
し
て
、

儒
教
に
対
す
る
議
論
が
噴
出
し
て
い
る
。
干
春
松
の
整
理
に
従
っ
て
見
て
い
く
と
、
理
論
的
に
重
要
な
の
は
三
つ
の
議
論
で
あ

る
）
11
（

。
　
第
一
は
、
儒
教
国
家
論
と
呼
ば
れ
る
議
論
で
、
蒋
慶
が
中
心
人
物
で
あ
る
。
蒋
慶
の
主
張
を
見
る
と
、
中
国
政
治
の
レ
ジ



99 中国における宗教と世俗化

テ
ィ
マ
シ
ー
の
再
構
築
が
最
重
要
課
題
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
西
洋
の
民
主
制
度
で
は
不
十
分
で
、
儒
教
に
基
づ
い
た
国
家

の
政
治
体
制
を
創
る
べ
き
だ
と
述
べ
る

）
12
（

。
そ
の
主
張
の
中
に
、「
議
会
三
院
制
」
が
あ
り
、
民
意
を
代
表
す
る
「
庶
民
院
」、
歴

史
文
化
か
ら
の
レ
ジ
テ
ィ
マ
シ
ー
を
代
表
す
る
「
国
体
院
」、
そ
し
て
儒
教
価
値
を
代
表
す
る
「
通
儒
院
」
に
分
か
れ
る
。
前

二
者
は
、
衆
議
院
と
参
議
院
（
貴
族
院
）
の
伝
統
を
継
承
す
る
も
の
だ
が
、「
通
儒
院
」
は
特
別
で
、「
超
越
的
な
神
聖
に
よ
る

レ
ジ
テ
ィ
マ
シ
ー
を
代
表
す
る

）
13
（

」
と
言
う
。
そ
し
て
、
儒
教
は
「
憲
法
の
地
位

）
14
（

」
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
し
ば
し
ば
、

「
儒
教
原
理
主
義
」
と
も
言
わ
れ
る
が
、
干
春
松
の
理
解
で
は
そ
う
で
は
な
く
、
蒋
慶
は
儒
教
の
原
典
に
基
づ
い
た
議
論
を
し

て
い
る
の
で
は
な
く
、
公
羊
学
の
原
則
に
則
っ
て
、
直
面
す
る
課
題
を
解
決
す
る
の
に
適
当
な
も
の
を
引
っ
張
っ
て
き
て
組
み

立
て
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
な
お
、
公
羊
学
の
伝
統
は
康
有
為
が
中
興
し
た
も
の
で
、
蒋
慶
は
そ
れ
を
遺
産
相
続
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
こ
れ
と
方
向
は
似
て
い
る
が
、
第
二
は
、
儒
教
国
教
化
論
と
呼
ば
れ
る
議
論
で
あ
り
、
康
暁
光
が
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
仁
政

―
権
威
主
義
国
家
の
レ
ジ
テ
ィ
マ
シ
ー
理
論
」
の
中
で
、「
現
代
の
条
件
の
下
で
中
国
の
権
威
主
義
に
レ
ジ
テ
ィ
マ

シ
ー
を
提
供
で
き
る
」
の
は
「
儒
家
の
仁
政
」
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
は
あ
ら
ゆ
る
レ
ベ
ル
で
の
「
儒
化
」
を
行
う
べ
き
だ

と
言
う

）
15
（

。
つ
ま
り
、
共
産
党
を
「
儒
化
」
し
「
儒
士
共
同
体
」
と
し
、
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
を
「
孔
孟
の
道
」
に
代
え

（
11
）
干
春
松
「
二
一
世
紀
初
頭
中
国
大
陸
に
お
け
る�
儒
学
運
動
�の
理
論
構
想
お
よ
び
そ
の
評
価
」（
小
野
泰
教
訳
）、
中
島
隆
博
編
『
中
国
伝
統
文
化
が
現

代
中
国
で
果
た
す
役
割
』U

T
C

P Booklet 5

、
二
〇
〇
八
年
。

（
12
）
蒋
慶
『
政
治
儒
学
』、
三
聯
書
店
、
二
〇
〇
三
年
、
一
二
五
―
一
二
七
頁
／
蒋
慶
「
王
道
政
治
と
共
和
政
体

―
蒋
慶
先
生
読
「
共
和
三
論
」
致
王
天

成
」、http://w

w
w.confucius2000.com

/adm
in/list.asp?id=1462

、
二
〇
〇
四
年
。

（
13
）
蒋
慶
「
王
道
政
治
と
共
和
政
体
」。

（
14
）
同
上
。

（
15
）
康
暁
光
「
仁
政

―
権
威
主
義
国
家
の
レ
ジ
テ
ィ
マ
シ
ー
理
論
」、「
第
三
節
　
仁
政
の
基
本
要
素
お
よ
び
そ
の
論
理
的
前
提
」、http://w

w
w.tecn.cn/

data/detail.php?id=11517

、
二
〇
〇
四
年
／
康
暁
光
『
仁
政

―
中
国
政
治
発
展
の
第
三
の
道
』、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
八
方
文
化
、
二
〇
〇
五
年
、
一
一
九
―

一
五
〇
頁
。
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る
こ
と
、
ま
た
社
会
を
「
儒
化
」
し
儒
教
を
「
国
教
」
と
す
る
こ
と
で
あ
る

）
16
（

。
そ
れ
が
実
現
す
る
と
、「
こ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化

の
時
代
に
、
儒
教
を
復
興
す
る
こ
と
は
単
に
中
国
政
治
に
神
聖
な
レ
ジ
テ
ィ
マ
シ
ー
と
文
化
的
な
レ
ジ
テ
ィ
マ
シ
ー
の
基
礎
を

打
ち
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
民
族
国
家
を
超
越
し
た
�
文
化
中
国
�
を
打
ち
立
て
る
た
め
の
基
礎
を
固
め
る
こ

と
も
で
き
る
。
さ
ら
に
は
人
類
世
界
に
啓
示
を
提
供
す
る
こ
と
さ
え
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
時
代
に
お
け

る
中
華
民
族
の
歴
史
的
使
命

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る

）
17
（

」
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
二
つ
の
議
論
は
、
儒
教
を
再
び
宗
教
と
し
て
構
築
し
直
し
、
そ
れ
を
制
度
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
儒
教
を

特
殊
中
国
的
な
文
化
価
値
と
し
て
、
中
国
に
の
み
領
有
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
干
春
松
は
批
判
し
、「
こ
の
種
の

〔
公
羊
学
的
な
〕�
一
統
を
大

と
う
と

ぶ
�
式
の
儒
教
体
制
は
お
そ
ら
く
儒
教
精
神
の
実
践
と
発
展
の
多
様
な
可
能
性
を
制
限
す
る
で
あ
ろ

う
し
、
儒
教
と
�
中
国
�
を
緊
密
に
結
び
付
け
る
こ
と
に
な
る
と
、
一
種
の
民
族
の
精
神
性
を
超
越
し
た
資
源
と
し
て
の
儒

家
に
制
限
を
加
え
る
こ
と
に
も
な
る

）
18
（

」
と
述
べ
る
。
そ
の
上
で
、
第
三
の
議
論
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
が
、「
公
民
宗
教civil 

religion

」
と
し
て
の
儒
教
で
あ
る
。
上
で
、
ル
ソ
ー
と
ベ
ラ
ー
に
言
及
し
た
の
は
、
こ
の
議
論
を
理
解
す
る
た
め
で
あ
る
。

５
　「
公
民
宗
教civil relig

io
n

」
と
し
て
の
儒
教

　「
公
民
宗
教
」
を
主
張
す
る
代
表
者
は
陳
明
で
あ
る
。
陳
明
は
、
第
一
と
第
二
の
立
場
が
儒
教
を
宗
教
と
定
義
す
る
こ
と
で

陥
る
難
題
（
宗
教
の
定
義
の
曖
昧
さ
、
儒
教
そ
れ
自
体
の
宗
教
性
の
定
義
の
難
し
さ
、
政
治
と
の
関
係
で
言
え
ば
主
権
の
二
重
化
や
、
政
教
分
離
原

則
の
侵
犯
）
を
回
避
す
る
か
の
よ
う
に
、「
公
民
宗
教
」
を
持
ち
出
し
て
く
る
。

儒
教
は
宗
教
で
あ
る
と
言
う
と
多
く
の
理
論
的
な
難
題
に
ぶ
つ
か
っ
て
し
ま
う
が
、
儒
教
は
公
民
宗
教
で
あ
る
と
言
う
と

面
倒
は
ず
っ
と
少
な
い
。
要
す
る
に
、
公
民
宗
教
と
い
う
概
念
が
出
さ
れ
た
の
が
米
国
の
社
会
状
況
と
連
接
し
て
い
る
の
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だ
と
い
う
こ
と
に
拘
泥
し
な
け
れ
ば
、
あ
る
い
は
公
民
と
い
う
概
念
の
近
代
的
な
背
景
に
拘
泥
せ
ず
そ
れ
を
一
種
の
公
共

性
と
理
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
中
国
は
公
民
宗
教
が
十
分
発
展
し
た
国
家
だ
と
言
っ
て
も
間
違
い
で
は
な
い

）
19
（

。

儒
教
を
世
俗
化secularization

し
た
も
の
が
「
公
民
宗
教
」
で
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
概
念
は
、「
世
俗
的
な
中
国
」、「
超
越
者

を
持
た
な
い
中
国
」
と
い
う
古
く
か
ら
の
中
国
イ
メ
ー
ジ
と
も
親
和
的
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
陳
明
は
、
今

日
儒
教
を
「
公
民
宗
教
」
と
定
義
す
る
メ
リ
ッ
ト
が
、「
公
民
宗
教
」
が
「
と
り
わ
け
政
治
制
度
お
よ
び
そ
の
運
用
と
評
価
に

対
し
て
、
あ
る
種
の
基
礎
性
・
形
式
性
・
目
標
性
を
担
う

）
20
（

」
こ
と
に
あ
る
こ
と
を
見
抜
い
て
い
る
。
陳
明
も
や
は
り
、
現
在
の

中
国
政
治
の
レ
ジ
テ
ィ
マ
シ
ー
の
危
機
を
重
要
な
課
題
だ
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、「
公
民
宗
教
」
と
し
て
の
儒
教
と
い
う
回
答
は
、
蒋
慶
や
康
暁
光
の
宗
教
と
し
て
の
儒
教
の
再
定
義
と
い
う
回
答

以
上
に
問
題
含
み
で
あ
る
。

　
一
つ
に
は
、「
公
民
宗
教
」
の
担
い
手
が
極
め
て
限
定
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
で
の
公
民
宗
教
は
白
人
キ
リ
ス
ト
教
文
化
が
叙
事
す
る
も
の
を
も
と
に
構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
中

国
で
の
公
民
宗
教
は
、
漢
民
族
の
文
化
伝
統
が
政
治
生
活
の
中
で
自
然
に
凝
結
し
た
も
の
で
あ
る

）
21
（

。

（
16
）
康
暁
光
『
仁
政

―
中
国
政
治
発
展
の
第
三
の
道
』、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
八
方
文
化
、
二
〇
〇
五
年
、

Xliv
―
lii
頁
。

（
17
）
同
、
一
四
一
―
一
四
二
頁
。

（
18
）
干
春
松
「
二
一
世
紀
初
頭
中
国
大
陸
に
お
け
る�
儒
学
運
動
�
の
理
論
構
想
お
よ
び
そ
の
評
価
」、「
第
一
章
　
大
陸
儒
学
の
主
要
理
論
構
想
と
そ
の
評

価
」「
第
三
節
　
儒
教
論
」

（
19
）
陳
明
「
儒
教
公
民
宗
教
説
」、http://w

w
w.pinghesy.com

/data/2007/1016/article_1594.htm
、
二
〇
〇
七
年
。

（
20
）
同
上
。

（
21
）
同
上
。
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陳
明
は
、「
漢
民
族
」
を
事
実
上
の
担
い
手
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
国
の

｢

公
民
宗
教｣

は
、
中
国
の
経
験
を
「
漢
民
族

の
文
化
伝
統
」
の
枠
組
み
で
成
型
し
た
も
の
と
見
な
す
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、「
漢
民
族
の
文
化
伝
統
」
に
依
ら
な
い
人
々

は
、
権
利
上
で
は
な
い
に
し
て
も
事
実
上
、
（
政
治
的
か
つ
宗
教
的
な
）「
不
寛
容
」
に
晒
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
、
儒
教
の
中

心
に
あ
る
価
値
が
「
和
」
も
し
く
は

｢

和
諧｣

で
あ
る
と
見
な
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
「
漢
民
族
」
に
と
っ
て
の
「
和
」
に

す
ぎ
な
い
。

　
こ
れ
に
対
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
反
論
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え
あ
る
程
度
の
「
不
寛
容
」
が
あ
る
に
せ
よ
、
そ
の

場
合
で
あ
っ
て
も
、
ル
ソ
ー
や
ベ
ラ
ー
の
議
論
に
あ
っ
た
、
特
殊
キ
リ
ス
ト
教
的
で
あ
る
犠
牲
の
論
理
は
中
国
の
「
公
民
宗

教
」
に
は
な
い
、
と
。

　
け
れ
ど
も
、
同
じ
よ
う
に

｢
和｣

を
強
調
し
た
戦
前
日
本
の
経
験
を
思
い
起
こ
し
て
み
る
と
、
そ
の
「
市
民
宗
教
」
化
さ
れ

た
神
道
（「
神
道
は
宗
教
で
は
な
い
」
と
い
う
言
説
が
繰
り
返
さ
れ
た
こ
と
も
参
照
）
の
中
に
、
犠
牲
の
論
理
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
を
忘
れ

る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
れ
は
靖
国
神
社
を
め
ぐ
る
論
争
が
明
ら
か
に
し
た
こ
と
の
一
つ
で
あ
る

）
22
（

。

　
言
い
換
え
れ
ば
、
犠
牲
の
論
理
は
、
近
代
の
「
市
民
宗
教
」
に
不
可
避
的
に
入
り
こ
む
も
の
な
の
だ
。
た
と
え
そ
れ
が
キ
リ

ス
ト
教
的
で
な
い
「
市
民
宗
教
」
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
を
反
復
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
儒
教
も
そ

れ
と
無
縁
で
な
い
こ
と
は
、
筆
者
が
二
〇
〇
七
年
九
月
に
参
加
し
た
世
界
儒
学
会
議
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
（
草
稿
）
を
見
れ
ば
よ

く
わ
か
る

）
23
（

。
そ
こ
で
は
儒
教
で
は
な
く
、
儒
学
と
い
う
用
語
が
選
ば
れ
て
い
て
、
宗
教
で
は
な
い
儒
教
を
前
面
に
出
し
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
そ
こ
で
儒
学
の
定
義
に
お
い
て
、「
義
」
に
代
え
て
「
和
」
を
儒
学
の
徳
目
に
入
れ
よ
う
と
し
た
上
に
、
次
の
よ

う
に
「
国
家
と
民
族
の
た
め
の
公
」
を
強
調
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

儒
学
は
師
を
尊
び
、
道
を
重
ん
じ
、
老
を
敬
い
、
幼
を
愛
し
、
正
心
誠
意
と
修
身
立
志
を
尊
び
、
国
家
と
民
族
の
た
め
に

公
で
あ
り
私
を
忘
れ
、
名
利
に
恬
淡
と
し
た
高
尚
を
奨
励
す
る
。
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こ
の
「
公
民
」
道
徳
を
強
調
す
る
文
章
の
な
か
に
、「
私
」
を
越
え
た
「
公
」
が
挿
入
さ
れ
た
こ
と
で
、
儒
学
は
一
般
的
な
宗

教
で
は
な
く
、「
公
民
宗
教
」
の
位
置
づ
け
を
得
た
。
た
と
え
、
こ
こ
で
の
儒
学
が
、
哲
学
と
呼
ば
れ
よ
う
が
、
倫
理
学
と
呼

ば
れ
よ
う
が
、
教
育
学
と
呼
ば
れ
よ
う
が
、
そ
れ
は
「
公
民
宗
教
」
と
齟
齬
し
な
い
ば
か
り
か
、
そ
の
信
仰
箇
条
と
し
て
大
い

に
貢
献
し
う
る
の
だ
。

　
問
題
な
の
は
、
こ
の
文
章
の
英
語
訳
草
案
で
あ
る
。
そ
れ
は
果
た
し
て
、「
ネ
ー
シ
ョ
ン
（
国
家
と
民
族
）
の
た
め
の
犠
牲
」

と
い
う
翻
訳
で
あ
っ
た
。
犠
牲
の
論
理
は
こ
こ
に
ま
で
浸
透
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
儒
教
に
犠
牲
の
論
理
を
許
容
す

る
要
素
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
も
と
も
と
死
と
葬
儀
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
し
、
そ
の
儀
礼
の
遂
行
に
お

い
て
、
犠
牲
の
動
物
が
捧
げ
ら
れ
も
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
基
礎
の
上
に
「
ネ
ー
シ
ョ
ン
（
国
家
と
民
族
）
の
た
め
の
犠
牲
」
が

か
ぶ
せ
ら
れ
る
と
、
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
で
近
代
的
な
犠
牲
の
論
理
に
転
換
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、「
公
民
宗
教
」
と
し
て
の
儒
教
も
ま
た
、
不
寛
容
と
犠
牲
の
論
理
と
い
う
難
題
を
同
じ
よ
う

に
抱
え
こ
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

お
わ
り
に

　
で
は
儒
教
に
は
ど
の
よ
う
な
別
の
道
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
儒
教
を
宗
教
化
す
る
こ
と
で
も
な
い
し
、「
公
民
宗

教
」
と
し
て
儒
教
を
世
俗
化secularization

す
る
こ
と
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
お
そ
ら
く
は
、
儒
学
と
し
て
学
問
化
し
、

（
22
）
高
橋
哲
哉
『
靖
国
問
題
』（
ち
く
ま
新
書
、
二
〇
〇
五
年
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
23
） 「
世
界
儒
学
大
会
発
起
宣
言
」（
未
公
開
資
料
）。
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「
哲
学
」
や
「
教
育
学
」
に
登
録
す
る
こ
と
で
も
な
い
。
必
要
な
こ
と
は
、
儒
教
そ
れ
自
体
が
大
き
く
変
容
す
る
こ
と
で
あ
る
。

端
的
に
言
え
ば
、
中
国
近
代
そ
し
て
現
代
の
経
験
に
対
し
て
儒
教
が
ど
う
応
答
す
る
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。
昨
今
の
儒
教
復
興

を
め
ぐ
る
議
論
の
な
か
に
決
定
的
に
欠
け
落
ち
て
い
る
の
が
、
中
国
近
代
の
経
験
へ
の
評
価
で
あ
る
。
た
と
え
そ
れ
が
儒
教
を

排
撃
し
た
歴
史
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
を
儒
教
が
無
視
し
て
よ
い
わ
け
で
は
な
い
。
と
り
わ
け
、「
公
民
宗
教
」
を

唱
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
中
国
の
政
治
的
・
社
会
的
経
験
に
根
差
す
必
要
が
あ
る
わ
け
だ
か
ら
、
な
お
さ
ら
中
国
近
代
の
経
験
を

尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
う
し
て
大
き
く
変
容
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
儒
教
は
国
際
的
に
も
共
有
可
能
な
言
説
と
な
る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
一
言

で
言
え
ば
、
批
判
儒
教
で
あ
る
。
こ
の
批
判
儒
教
はsecularization

の
世
俗
化
に
よ
っ
て
社
会
の
規
範
に
な
る
わ
け
で
も
な
け

れ
ば
、laicization

の
世
俗
化
に
よ
っ
て
私
的
領
域
に
退
引
す
る
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
修
養
や
儀
礼
行
為
と
い
う
意
味

で
のpractice

で
は
な
く
、
現
実
に
批
判
的
に
関
わ
るactivist

で
あ
る
。
そ
の
際
、「
和
」
に
代
え
て
も
う
一
度
「
義
」
が
登

場
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
来
る
べ
き
批
判
儒
教
を
待
望
し
な
が
ら
本
稿
を
終
え
る
こ
と
に
し
た
い
。


