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現
代
に
お
け
る
儒
学
復
興

安
身
立
命
、
も
し
く
は
儒
学
に
お
け
る
宗
教
的
要
素

セ
バ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
ビ
リ
ユ
＆
ジ
ョ
エ
ル
・
ト
ラ
ヴ
ァ
ー
ル

（
翻
訳
＝
田
中
有
紀
）

　
今
世
紀
の
初
め
か
ら
、「
儒
学
」
と
み
な
さ
れ
る
も
の
の
中
国
大
陸
に
お
け
る
復
活
は
、
ひ
と
つ
の
「
宗
教
」
的
要
素
を
含

ん
で
い
る
。
こ
こ
で
用
い
ら
れ
る
「
宗
教
」
と
い
う
言
葉
は
、「
内
な
る
平
和
」
の
追
求
が
、
個
人
的
運
命
あ
る
い
は
共
同
体

的
運
命
へ
の
関
心
と
共
鳴
す
る
（「
安
身
立
命
」）
、
様
々
な
探
求
を
特
徴
づ
け
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
現
象
を
よ
り
よ
く
理
解
す
る

た
め
に
、
本
稿
で
は
ま
ず
、
儒
学
の
宗
教
的
な
経
験
が
如
何
な
る
も
の
か
に
つ
い
て
見
識
を
与
え
て
く
れ
る
、
個
人
的
な
体
験

例
を
検
証
す
る
。
そ
し
て
こ
の
体
験
例
を
、
変
化
し
つ
つ
あ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
（
宗
教
、
哲
学
、
科
学
）
の
文
脈
の
中
に
置
く
。
こ

れ
ら
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
か
つ
て
は
自
明
で
あ
っ
た
が
、
現
在
は
エ
リ
ー
ト
や
そ
の
ほ
か
の
社
会
的
グ
ル
ー
プ
に
疑
問
視
さ

れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
最
後
に
、
儒
学
を
公
的
で
制
度
的
さ
れ
た
宗
教
と
し
て
認
識
し
よ
う
と
す
る
、
い
く
つ
か
の
は
っ

き
り
と
し
た
計
画
を
理
解
す
る
た
め
に
、
本
稿
は
儒
学
を
制
度
化
し
よ
う
と
し
た
三
つ
の
試
み
を
分
析
す
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、

「
他
の
公
的
宗
教
と
同
様
の
宗
教
」
と
し
て
の
儒
学
、「
国
教
」
と
し
て
の
儒
学
、
あ
る
い
は
「
公
民
宗
教
」
と
し
て
の
儒
学
、

と
い
う
三
つ
の
試
み
で
あ
る
。

　「
儒
学
復
興
」
の
徴
候
が
、
今
世
紀
初
か
ら
様
々
に
現
れ
出
て
い
た
の
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
一
方
で
、
儒
学
の
宗
教
的
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要
素
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
い
う
現
代
の
欲
望
が
、
実
際
に
は
い
か
な
る
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ほ
ど

明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
皇
帝
に
よ
る
天
の
祭
祀
が
廃
止
さ
れ
、
伝
統
的
教
育
機
関
か
ら
現
代
的
学
習
機
構
に
変
わ
り
、
祖

先
崇
拝
は
減
少
し
、
文
廟
は
観
光
地
へ
と
作
り
か
え
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
儒
学
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ

た
宗
教
性
な
ど
は
、
今
日
に
お
い
て
は
、
現
実
と
い
う
よ
り
空
想
に
近
い
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
も
仕
方
な
い
。
儒
学
に
起
源

を
も
つ
現
代
的
言
説
は
、
古
代
の
儀
礼
を
賛
美
す
る
点
と
、
そ
れ
ら
の
復
興
に
向
け
た
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
計
画
を
夢
見
て
い
る
点

で
、
現
在
と
い
う
よ
り
も
、
過
去
あ
る
い
は
未
来
と
関
係
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
？
　
実
際
に
は
、
一
流
の
過

去
を
求
め
る
よ
う
な
現
代
的
観
点
は
、
内
的
社
会
変
容
と
西
洋
に
よ
る
影
響
が
相
互
作
用
し
、
す
べ
て
の
宗
教
的
景
観
を
変
化

さ
せ
た
、
変
動
の
歴
史
を
ふ
ま
え
て
の
み
、
適
切
に
理
解
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
百
年
分
の
大
量
破
壊
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
近
代
西
洋
の
「
宗
教
」
概
念
を
中
国
文
化
の
文
脈
に
適
用
す
る
こ
と
の
問
題
性
を
最
も
は
っ
き
り
と
示
す
過
程
に
は
、
現

在
人
々
の
面
前
で
行
わ
れ
て
い
る
再
構
築
に
も
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る

）
1
（

。

　
い
ま
問
題
と
な
る
の
は
、
激
動
す
る
現
代
中
国
社
会
の
中
で
、「
宗
教
的
な
」
儒
学
へ
の
更
新
を
合
法
的
に
証
明
で
き
る
現

象
を
、
ど
の
よ
う
に
し
て
特
定
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
研
究
と
共
同
し
て
行
わ
れ
た
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
は
、

こ
の
疑
問
に
対
し
て
不
完
全
な
回
答
し
か
与
え
な
か
っ
た
。
国
の
宗
教
政
策
が
大
い
に
目
立
つ
環
境
に
お
い
て
は
、
宗
教
社
会

学
で
よ
く
用
い
ら
れ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
使
う
の
を
一
時
的
に
控
え
、
多
様
な
意
味
を
持
つ
が
ゆ
え
に
、
ま
た
迅
速
な
社
会
変
化

が
影
響
を
与
え
る
が
ゆ
え
に
、
曖
昧
な
状
態
と
な
っ
た
様
々
な
言
説
と
実
践
に
、
よ
り
徹
底
的
で
経
験
的
な
注
意
を
払
う
の
が

一
番
良
い
。

　
こ
の
新
し
い
状
況
の
例
と
し
て
、
信
と
い
う
概
念
が
多
声
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
頻
繁
に
使
わ
れ
始
め
て
い
る
事
態
に
つ
い

て
考
え
て
ほ
し
い
。
信
と
い
う
価
値
観
は
、「
信
用
」
と
「
信
頼
」
に
ま
た
が
る
多
義
的
な
意
味
を
持
っ
て
お
り
、
社
会
的
な

交
流
に
お
い
て
、
衰
退
あ
る
い
は
存
在
し
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
今
日
惜
し
ま
れ
て
い
る
。

　
一
人
の
男
の
例
を
挙
げ
よ
う
。
彼
は
、
故
郷
の
湖
北
省
を
離
れ
、
珠
江
デ
ル
タ
沿
い
の
新
興
工
業
地
帯
の
ひ
と
つ
で
仕
事
を
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し
て
い
た
が
、
あ
る
日
、
東
莞
の
国
営
靴
工
場
で
の
仕
事
を
や
め
る
こ
と
に
し
た
。
そ
し
て
彼
は
、
儒
学
的
理
想
を
抱
く
若

い
女
性
が
経
営
す
る
レ
ス
ト
ラ
ン
で
働
く
こ
と
を
選
ん
だ
。
毎
朝
『
論
語
』
を
学
習
す
る
こ
と
で
、
彼
は
自
分
自
身
の
う
ち
に
、

そ
し
て
共
に
働
く
仲
間
た
ち
の
う
ち
に
、
日
々
の
達
成
感
の
根
源
を
見
い
だ
し
た
。

「
あ
の
工
場
で
の
労
働
状
況
は
苛
酷
だ
っ
た
」
と
彼
は
説
明
し
た
。「
し
か
し
問
題
は
物
質
的
な
こ
と
で
は
な
い
の
だ
。
実

際
は
、
あ
そ
こ
の
方
が
給
料
が
良
か
っ
た
の
だ
か
ら
。
だ
が
、
あ
の
工
場
で
は
み
ん
な
金
の
こ
と
ば
か
り
考
え
て
い
て
、

信
と
い
う
も
の
が
な
か
っ
た
。
私
は
こ
こ
に
い
る
方
が
ず
っ
と
幸
せ
だ
…

）
2
（

」

　
ま
た
、
社
会
階
級
の
も
う
一
方
に
も
同
様
の
例
が
あ
る
。
広
東
に
基
礎
を
置
く
あ
る
実
業
家
の
話
だ
が
、
彼
も
同
じ
く
、
儒

学
の
更
新
と
い
う
概
念
に
傾
倒
し
て
い
た
。
彼
は
自
分
の
ビ
ジ
ネ
ス
に
お
い
て
、
従
業
員
た
ち
が
伝
統
の
教
え
を
心
に
刻
む
こ

と
を
奨
励
し
、
信
の
必
要
性
を
提
起
し
た
。
彼
は
ま
た
、
よ
り
大
き
い
社
会
的
経
済
的
環
境
に
お
い
て
も
、
信
の
必
要
性
を
提

起
し
て
い
る

）
3
（

。

　
こ
の
タ
ー
ム
が
出
現
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
文
脈
に
注
目
す
れ
ば
、
中
国
伝
統
文
化
と
い
う
資
源
か
ら
、
そ
し
て
新
資
本
主
義
社

会
の
義
務
か
ら
有
効
性
を
引
き
出
し
た
、
信
と
い
う
真
の
「
全
体
秩
序
」
を
描
き
だ
す
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
。
信
と
い
う
徳
目

は
集
合
的
な
意
味
を
持
つ
概
念
だ
が
、
特
に
そ
れ
が
含
有
す
る
三
つ
の
分
野
を
強
調
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
社

会
的
相
互
作
用
の
中
で
表
現
さ
れ
る“trust”

と
い
う
要
素
、
経
済
的
関
係
に
お
い
て
賞
賛
さ
れ
る“credit”

と
い
う
要
素
、
そ

（
1
）V

incent G
oossaert

に
よ
る
簡
明
な
叙
述
と
、
彼
の
素
晴
ら
し
い
書
籍
解
題
（“L’invention des ‘religions’ dans la C

hine m
oderne,”  Anne C

heng (ed), 
La pensée en C

hine aujourd’hui, Paris, G
allim

ard, 2007, pp. 185–213

以
下
）
を
参
照
。

（
2
）
深
圳
で
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
二
〇
〇
七
年
六
月
。

（
3
）
広
州
で
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
二
〇
〇
六
年
六
月
。
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し
て
概
し
て
宗
教
的
関
係
に
浸
透
し
て
い
る“creed”

と
い
う
要
素
で
あ
る

）
4
（

。
こ
う
い
っ
た
背
景
を
踏
ま
え
る
と
、
現
在
の
儒

学
流
行
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
側
面
に
当
て
は
め
る
こ
と
で
、「
宗
教
」
と
い
う
概
念
は
、
特
異
性
を
露
わ
に
す
る
と
同
時
に
、

限
界
を
露
わ
に
す
る
。

　
本
稿
は
、
様
々
な
宗
教
的
探
求
の
う
ち
の
、
三
つ
の
側
面
に
注
目
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
探
求
は
す
べ
て
安
身
立
命
と
い
う
表

現
に
よ
っ
て
共
通
し
て
捕
捉
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
り
、
い
か
に
し
て
内
的
な
平
和
を
見
つ
け
る
か
と
い
う
こ
と
に
強
調
点
を
置

き
つ
つ
、
個
人
的
運
命
あ
る
い
は
共
同
体
的
運
命
に
関
心
を
持
つ
も
の
で
あ
る

）
5
（

。
現
代
儒
学
の
宗
教
性
に
根
拠
を
持
つ
と
自
ら

述
べ
る
よ
う
な
経
験
例
は
豊
富
に
あ
る
。
な
ぜ
こ
こ
ま
で
豊
富
に
な
っ
た
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
た
め
に
、
我
々
は
ま
ず
、
長

く
複
雑
な
精
神
的
探
求
の
後
に
、
儒
学
へ
と
転
向
し
た
、
一
人
の
ビ
ジ
ネ
ス
ウ
ー
マ
ン
の
個
人
的
体
験
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
例
に
暗
に
含
ま
れ
た
、「
宗
教
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
明
確
に
す
る
た
め
に
は
、
か
つ
て
は
自
明
な

も
の
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
が
、
現
在
で
は
エ
リ
ー
ト
や
他
の
社
会
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
疑
問
視
さ
れ
つ
つ
あ
る
カ
テ
ゴ

リ
ー
（
宗
教
、
哲
学
、
科
学
）
の
変
化
と
い
う
背
景
に
、
そ
れ
を
位
置
づ
け
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
宗
教
的
な
儒
学
が
、
公
的

か
つ
制
度
的
に
認
可
さ
れ
る
た
め
に
、
明
示
的
で
計
画
的
な
試
み
が
複
数
行
わ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
試
み
を
理
解
す
る
た
め
、
最

後
に
、
我
々
は
「
ひ
と
つ
の
宗
教
」
と
し
て
の
儒
学
、
あ
る
い
は
「
国
教
」
と
し
て
の
儒
学
、
あ
る
い
は
「
公
民
宗
教
」
と
し

て
の
儒
学
と
い
う
、
三
つ
の
論
理
に
そ
っ
て
展
開
さ
れ
た
試
み
に
つ
い
て
分
析
す
る
。

（
1
）「
宗
教
的
経
験
の
多
様
性
」

　
菜
食
レ
ス
ト
ラ
ン
「
鵝
湖
」
は
、
深
圳
の
新
都
市
を
形
成
す
る
他
の
商
業
施
設
が
「
白
鳥
」
な
ら
ば
、
そ
の
名
前
か
ら
し
て

区
別
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
レ
ス
ト
ラ
ン
を
見
つ
け
る
た
め
に
は
、
友
人
の
つ
て
に
頼
る
か
、
あ
る
い
は
そ
の
レ
ス
ト
ラ
ン
の

オ
ー
ナ
ー
で
あ
る
Ｄ
夫
人
の
儒
学
仲
間
に
頼
る
か
し
か
な
い
。
訪
問
者
は
、
四
十
代
の
は
つ
ら
つ
と
し
た
女
性
に
温
か
く
迎
え
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ら
れ
る
だ
ろ
う
。
彼
女
は
き
っ
と
、
彼
女
自
身
の
精
神
的
な
放
浪
記
を
、
驚
く
べ
き
ほ
ど
の
熱
情
と
わ
か
り
や
す
さ
で
披
露
し

て
く
れ
る
。

　
彼
女
の
物
語
は
、
多
く
の
宗
教
的
経
験
と
類
似
す
る
パ
タ
ー
ン
を
踏
襲
し
た
、
劇
的
な
出
来
事
の
連
続
で
あ
る
。
そ
の
パ

タ
ー
ン
と
は
、
錯
覚
に
基
づ
く
初
期
の
幸
福
、
そ
れ
に
続
く
転
落
、
そ
し
て
救
い
に
向
か
う
た
め
の
困
難
な
道
の
発
見
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
価
値
を
持
つ
の
は
、
一
連
の
出
来
事
に
お
い
て
儒
学
が
果
た
し
た
役
割
で
あ
る

）
6
（

。

　
Ｄ
夫
人
は
、
毛
沢
東
時
代
（
一
四
歳
の
時
、
彼
女
は
人
民
解
放
軍
の
舞
踏
団
の
メ
ン
バ
ー
と
な
っ
た
）
か
ら
、
鄧
小
平
の
改
革
に
始
ま

る
新
社
会
へ
の
移
行
期
に
成
長
し
た
。

私
は
遼
寧
省
出
身
で
、
教
育
の
な
い
軍
兵
の
家
族
に
生
ま
れ
た
。
そ
の
家
族
は
争
い
し
か
知
ら
な
い
世
代
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
兄
弟
間
の
争
い
や
、
あ
る
い
は
地
位
の
高
い
者
と
低
い
者
の
争
い
に
、
ど
れ
だ
け
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
だ
ろ
う

か
？
　
今
日
ま
で
、
私
の
両
親
は
毛
沢
東
を
崇
敬
す
る
世
代
で
あ
る
。
そ
の
世
代
の
精
神
的
生
活
は
破
壊
さ
れ
て
お
り
、

い
か
な
る
意
識
の
平
和
も
欠
落
さ
せ
た
世
代
な
の
で
あ
る
。

　
二
〇
歳
の
時
、
彼
女
は
軍
を
去
り
、
複
数
の
都
市
へ
仕
事
を
探
し
に
行
っ
た
。
彼
女
の
商
魂
た
く
ま
し
い
精
神
と
独
立
心
は
、

一
九
九
〇
年
代
に
繁
栄
し
た
市
場
経
済
に
お
い
て
歓
迎
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
彼
女
は
数
多
く
の
機
会
を
得
た
。
彼
女
は
高
級

レ
ス
ト
ラ
ン
で
ウ
ェ
イ
ト
レ
ス
と
し
て
雇
わ
れ
、
そ
の
店
の
オ
ー
ナ
ー
に
ま
で
な
り
、
二
五
歳
の
時
に
は
、
月
収
「
一
万
元
以

上
」
と
い
う
、
人
も
羨
む
部
類
に
入
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
安
楽
な
生
活
は
放
蕩
と
不
安
を
導
く
こ
と
に
な
る
。

（
4
）
こ
の
よ
う
な
「
信
と
い
う
秩
序
」
に
対
す
る
分
析
は
研
究
途
上
に
あ
る
課
題
で
あ
る
。

（
5
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
論
文
集
『
安
身
立
命
与
東
西
文
化
』、
香
港
、
法
住
出
版
社
、
一
九
九
二
を
参
照
。

（
6
）
深
圳
で
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
二
〇
〇
七
年
六
月
。
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私
は
、
物
質
的
な
物
は
す
べ
て
持
っ
て
い
た
。
し
か
し
私
の
生
活
は
生
き
地
獄
だ
っ
た
。
ご
存
じ
の
と
お
り
、
私
は
狂
っ

た
よ
う
に
、
多
く
の
間
違
い
を
犯
し
た
。
教
育
も
宗
教
も
人
間
性
も
な
い
人
間
が
、
お
金
だ
け
を
た
く
さ
ん
持
っ
て
い
る

場
合
、
簡
単
に
お
か
し
く
な
っ
て
し
ま
う
。
ま
と
も
な
人
間
な
ら
、
罪
や
罪
業
を
犯
し
た
ら
、
後
悔
す
る
も
の
で
は
な
い

か
？
　
私
は
違
っ
た
。
私
は
少
し
も
気
に
し
な
か
っ
た
。
私
の
人
生
は
制
御
不
能
で
、
理
性
的
に
思
考
で
き
な
か
っ
た
。

私
は
お
金
で
は
自
分
の
問
題
を
解
決
で
き
な
い
と
気
が
付
き
、
得
体
の
し
れ
な
い
恐
怖
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
。

　
彼
女
が
怠
慢
な
時
期
か
ら
抜
け
出
し
た
の
は
、
仏
教
と
の
出
会
い
で
あ
っ
た
。
あ
る
信
徒
が
彼
女
に
、
彼
女
が
破
滅
へ
と
向

か
っ
て
い
る
こ
と
を
理
解
さ
せ
た
の
で
あ
る
。「
あ
な
た
は
あ
た
か
も
死
ん
で
い
る
か
の
よ
う
だ
。
あ
な
た
は
新
し
い
生
活
を

始
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
、
し
か
し
あ
な
た
を
救
え
る
の
は
私
で
は
な
い
。
あ
な
た
は
仏
教
経
典
を
読
む
こ
と
か
ら
始
め

る
必
要
が
あ
る
」
と
。

三
年
の
間
、
私
の
生
活
は
仏
教
一
色
で
、
そ
し
て
私
は
周
囲
の
人
た
ち
と
違
う
人
間
に
な
っ
て
い
っ
た
。
私
は
自
分
の
悪

い
行
い
が
、
悪
い
心
の
結
果
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
仏
教
に
よ
っ
て
、
人
々
は
混
乱
し
た
状
態
か
ら
、

知
性
的
状
態
へ
と
変
わ
れ
る
の
だ
。
私
は
ひ
と
り
で
経
典
を
読
ん
だ
が
、
自
分
の
人
生
経
験
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
れ

ら
を
理
解
で
き
た
の
だ
。
仏
教
は
宗
教
で
は
な
い
。
そ
れ
は
戒
律
の
問
題
で
も
な
く
、
ひ
と
つ
の
教
え
な
の
だ
。
人
々
は

神
に
、
物
事
に
つ
い
て
質
問
す
る
。
あ
な
た
は
ブ
ッ
ダ
に
何
も
質
問
し
な
い
。
そ
れ
は
悟
り
を
達
成
す
る
こ
と
、
聖
人
に

な
る
こ
と
に
焦
点
を
あ
て
た
、
深
い
教
え
だ
か
ら
で
あ
る
。
普
通
の
人
で
も
ブ
ッ
ダ
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
に
は

不
合
理
な
恐
怖
は
な
く
、
仏
教
は
真
の
変
容
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
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彼
女
は
そ
れ
ま
で
の
生
活
を
や
め
、
新
し
い
生
活
を
始
め
た
が
、
最
初
は
彼
女
の
友
人
や
家
族
を
狼
狽
さ
せ
た
。

い
ま
私
は
、
財
産
も
車
も
固
定
給
も
な
い
。
私
は
お
金
な
ん
て
気
に
し
な
い
、
そ
し
て
私
の
両
親
は
ま
だ
私
を
狂
っ
て
い

る
と
思
っ
て
い
る
！
　
で
も
、
そ
ん
な
こ
と
は
気
に
し
な
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
彼
女
が
仏
教
を
見
い
だ
し
た
こ
と
は
、
明
示
的
な
救
済
に
向
け
た
、
最
初
の
段
階
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
彼

女
が
い
ま
、
彼
女
の
人
生
に
と
っ
て
、
最
も
決
定
的
な
方
針
で
あ
る
と
信
じ
る
も
の
は
、
台
湾
の
哲
学
者
で
あ
る
王
財
貴
の
教

え
に
よ
っ
て
鼓
舞
さ
れ
た
儒
学
で
あ
っ
た
。
彼
女
が
は
じ
め
て
王
財
貴
を
知
っ
た
き
っ
か
け
は
、
娘
の
た
め
に
買
っ
た
儒
学
経

典
の
朗
読
を
促
進
す
る
Ｃ
Ｄ
シ
リ
ー
ズ
で
あ
っ
た
。
有
名
な
哲
学
者
で
あ
る
牟
宗
三
の
信
奉
者
で
あ
る
王
は
、
Ｄ
夫
人
の
人
生

に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
よ
う
に
な
る
。
彼
女
が
彼
に
実
際
に
会
っ
た
の
は
二
〇
〇
四
年
の
こ
と
で
、
そ
の
後
彼
女
は
、
子
供

や
大
人
に
儒
学
の
教
え
を
広
め
る
こ
と
に
熱
中
し
た
。
彼
女
の
仕
事
は
、
子
供
の
た
め
の
朗
読
コ
ー
ス
を
設
立
す
る
こ
と
で
あ

り
、
や
が
て
彼
女
の
ス
タ
ッ
フ
も
同
様
に
興
味
を
持
ち
始
め
る
。
さ
ら
に
は
、
彼
女
の
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
や
友
人
た
ち
の
多
く
も

ま
た
、
彼
女
が
組
織
し
た
、
儒
学
教
育
の
美
点
を
め
ぐ
る
会
議
に
参
加
し
た
の
で
あ
る

）
7
（

。

　
し
か
し
、
彼
女
は
儒
学
に
対
し
て
、
教
育
的
試
み
以
上
の
も
の
を
期
待
し
傾
倒
し
て
い
た
。
台
湾
の
哲
学
者
と
の
出
会
い
に

よ
っ
て
、
彼
女
は
、
儒
学
の
教
え
は
人
類
全
体
を
運
命
づ
け
る
も
の
（「
人
類
的
命
運
」）
だ
と
確
信
し
た
の
で
あ
る
。

も
し
儒
学
が
単
な
る
教
え
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
ら
、
ほ
か
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
よ
う
に
、
学
ぶ
に
値
し
な
い
だ
ろ
う
。
儒

学
は
学
者
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
人
類
す
べ
て
が
救
い
の
手
段
を
見
つ
け
ら
れ
る
場
所
な
の
だ
（「
人
類
帰
宿
的
方
向
」）
。

（
7
）Sébastien Billioud and Joël T

horaval, “Jiaohua: T
he C

onfucian Revival Today as an Educative Project,” C
hina Perspectives, no. 2007/4, p. 14

を
参
照
。



82

そ
こ
に
は
民
族
的
宗
教
的
境
界
は
な
い
。
儒
学
は
世
界
全
体
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
…
。

　
Ｄ
夫
人
の
経
験
は
個
性
的
で
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
は
、
儒
学
の
明
ら
か
に
宗
教
的
な
要
素
に
関
し
て
、
い
く
つ
か
の
疑
問
が

生
じ
て
く
る
。
ま
ず
指
摘
す
べ
き
こ
と
は
、
彼
女
の
儒
学
へ
の
傾
倒
は
、
ひ
と
つ
の
転
換
と
し
て
の
み
理
解
さ
れ
う
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
女
は
、
危
機
と
衰
弱
の
後
に
、
慎
重
に
儒
学
の
知
恵
を
受
容
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
得
体

の
し
れ
な
い
恐
怖
」
（
彼
女
は
詳
細
に
つ
い
て
は
沈
黙
し
た
ま
ま
で
あ
っ
た
）
で
始
ま
り
、
そ
れ
に
続
く
仏
教
と
い
う
資
源
へ
の
接
近

と
い
う
、
長
い
精
神
的
な
旅
の
あ
と
で
し
か
起
こ
り
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
放
浪
記
は
、
儒
学
に
転
向
し
た

ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
の
中
で
は
、
比
較
的
珍
し
い
も
の
で
あ
る
。
我
々
は
珠
海
の
別
の
場
所
の
例
、「
平
和
書
院
」
に
つ
い
て
言
及

し
た
い
。
そ
れ
は
新
入
会
者
の
小
さ
な
グ
ル
ー
プ
に
共
同
の
生
活
様
式
を
供
給
し
、
そ
れ
を
支
持
す
る
者
た
ち
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
を
形
成
し
た

）
8
（

。
そ
の
設
立
者
か
つ
院
長
は
、
成
功
し
た
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
で
あ
り
、
彼
は
ア
メ
リ
カ
で
バ
ハ
イ
信
仰
に
帰
依
し

た
の
ち
、
儒
学
へ
と
情
熱
を
傾
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
に
と
っ
て
は
普
遍
的
な
こ
と

だ
が
、
彼
ら
が
儒
学
へ
の
関
心
を
高
め
る
の
は
、
自
ら
の
職
業
上
の
努
力
を
完
成
さ
せ
、
高
め
る
た
め
で
あ
っ
て
、
個
人
的
な

危
機
に
目
覚
め
た
上
で
救
い
を
求
め
る
た
め
で
は
な
い
。
あ
る
者
に
と
っ
て
は
、
儒
学
の
古
典
を
学
ん
だ
り
、
学
術
的
な
会
議

に
出
席
す
る
こ
と
で
、
ビ
ジ
ネ
ス
に
成
功
し
た
生
活
を
達
成
し
た
こ
と
を
十
分
に
誇
示
で
き
、
よ
り
知
的
な
追
求
へ
の
欲
望
と
、

よ
り
即
物
的
で
は
な
い
価
値
へ
の
熱
望
と
を
満
足
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
あ
る
者
に
と
っ
て
は
、
そ
う
い
っ
た
活
動
に

参
加
す
れ
ば
参
加
す
る
ほ
ど
、
自
ら
の
文
化
的
社
会
的
資
本
を
見
せ
る
機
会
に
な
る
の
だ
。

　
我
々
は
、
Ｄ
夫
人
の
物
語
に
お
け
る
、
仏
教
の
特
別
な
役
割
に
つ
い
て
記
す
必
要
が
あ
る
。
彼
女
の
経
験
に
お
け
る
、
仏
教

と
い
う
側
面
は
、
儒
学
の
受
容
に
よ
っ
て
拒
否
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
さ
ら
に
敷
衍
さ
れ
新
し
く
展
開
さ
れ
た
。
彼
女
の
観
点
か

ら
す
る
と
、
そ
れ
は
儒
学
の
優
位
性
を
強
調
し
つ
つ
、
二
つ
の
伝
統
に
横
た
わ
る
共
通
の
精
神
を
復
活
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
な

の
で
あ
る
。
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我
々
は
、
菩
薩
の
方
法
と
聖
賢
の
方
法
の
違
い
を
強
調
す
べ
き
で
は
な
い
。
そ
れ
は
同
じ
も
の
を
示
す
二
つ
の
言
葉
の
よ

う
な
も
の
で
あ
る
。
二
つ
の
教
え
は
真
実
の
生
活
に
根
付
い
て
い
る
。
も
し
人
が
菩
薩
に
な
れ
ば
、
ほ
か
の
何
が
そ
の
人

の
関
心
の
焦
点
と
な
り
う
る
だ
ろ
う
か
？
　
そ
れ
は
自
分
だ
け
を
心
配
す
る
こ
と
、
生
活
上
の
煩
悩
か
ら
逃
避
す
る
こ
と
、

あ
る
い
は
西
天
を
探
し
求
め
る
こ
と
な
ど
は
問
題
で
は
な
い
。
そ
れ
は
儒
学
と
同
じ
な
の
で
あ
る
。
多
く
の
人
々
は
、
彼

ら
自
身
の
利
益
、
あ
る
い
は
学
術
的
な
理
由
か
ら
そ
れ
を
学
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
狭
量
な
人
間
の
態
度
で
あ
り
、
偽
の
儒

者
で
あ
る
。
あ
な
た
は
社
会
に
背
を
向
け
て
は
い
け
な
い
…
。

　
こ
の
よ
う
な
観
点
に
お
い
て
は
、
ま
さ
し
く
古
代
か
ら
存
在
す
る
要
素
が
、
よ
り
現
代
的
な
先
入
観
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い

る
。
宋
代
に
お
い
て
、
朱
子
学
が
儒
学
を
刷
新
し
て
以
来
、
儒
学
と
仏
教
と
い
う
二
つ
の
伝
統
は
共
生
し
、
同
時
に
緊
迫
し
た

関
係
を
持
っ
た
。
し
か
し
、
そ
う
い
っ
た
歴
史
を
引
き
合
い
に
出
さ
ず
と
も
、
仏
教
が
清
末
か
ら
民
国
期
に
か
け
て
、
近
代
儒

学
を
革
新
す
る
の
に
ど
れ
だ
け
重
要
な
存
在
だ
っ
た
か
は
、
よ
く
知
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。 

ま
た
、
制
度
的
な
儒
学
機
構
が

徐
々
に
解
体
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
き
、
多
く
の
学
者
は
仏
教
の
中
に
西
洋
の
力
と
バ
ラ
ン
ス
を
と
り
う
る
唯
一
の
可
能
性
を
見
出

し
た
。
仏
教
の
論
理
は
複
雑
に
構
築
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
仏
教
は
慈
善
活
動
に
も
取
り
組
む
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
教
え
は
非

暴
力
的
な
も
の
だ
っ
た
が
、
時
折
逆
説
的
に
、
愛
国
主
義
的
運
動
の
基
礎
に
も
な
っ
た

）
9
（

。
そ
の
上
仏
教
は
、
儒
学
の
社
会
関
与

と
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
、
社
会
の
激
動
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
存
在
の
危
機
に
対
し
て
、
個
人
と
し
て
の
応
答
を
う
ち
た
て

る
こ
と
が
で
き
た
。
実
際
、
梁
漱
凕
を
参
照
す
る
こ
と
で
、
こ
の
レ
ス
ト
ラ
ン
オ
ー
ナ
ー
は
、
自
ら
が
二
つ
の
文
化
的
遺
産
と

（
8
）Ibid, p. 13.

（
9
）
特
に
、C

han Sin-w
ai, Buddhism

 in Late C
h’ing Political T

hought, H
ong K

ong, C
hinese U

niversity Press, 1985

を
参
照
。

（
10
）
梁
漱
凕
に
よ
る
儒
教
と
仏
教
の
関
係
の
説
明
に
つ
い
て
は
、
王
宗
昱
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、「
是
儒
家
還
是
佛
家
？
」、『
中
国
文
化
与
中
国
哲
学
』、
北

京
、
東
方
出
版
社
、
一
九
八
六
、五
六
〇
―
五
六
五
頁
を
参
照
。
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提
携
で
き
る
こ
と
に
、
完
全
に
気
づ
い
た
の
で
あ
る

）
10
（

。

　
今
世
紀
初
か
ら
、
仏
教
と
儒
学
の
共
生
を
裏
付
け
る
要
素
が
さ
ら
に
明
ら
か
に
な
っ
た
。
大
陸
に
お
い
て
、
儒
学
の
古
典
を

宣
伝
す
る
多
く
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
や
出
版
物
は
、
実
際
に
は
仏
教
徒
に
よ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
儒
学
と
仏
教
の
、
こ
の
よ
う

な
同
盟
は
、
確
信
と
計
算
が
組
み
合
わ
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
。
確
信
と
い
う
の
は
つ
ま
り
、
潜
在
的
な
信
奉
者
の
理
解
水
準
に

あ
っ
た
指
導
を
採
用
し
て
い
る
自
信
が
あ
る
た
め
で
あ
る
（
例
と
し
て
は
、
台
湾
の
南
懷
謹
の
仕
事
が
挙
が
る

）
11
（

）
。
ま
た
、
計
算
と
い

う
の
は
、
仏
教
が
公
的
な
宗
教
と
し
て
認
可
さ
れ
る
と
、
理
論
的
に
改
宗
へ
の
あ
ら
ゆ
る
試
み
が
不
可
能
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

自
身
を
儒
学
の
顔
と
と
も
に
見
せ
る
こ
と
で
、
仏
教
の
教
え
は
、
伝
統
的
な
国
家
的
文
化
の
精
神
に
お
い
て
、
よ
り
偉
大
な
知

恵
と
道
徳
を
導
く
も
の
に
見
え
る
よ
う
に
な
る
。

　
Ｄ
夫
人
の
経
験
は
、
別
の
疑
問
も
投
げ
か
け
て
い
る
。
そ
れ
は
、
彼
女
の
人
生
を
変
え
た
教
え
の
正
統
性
に
関
わ
る
問
題
で

あ
る
。
こ
の
疑
問
は
、
と
り
わ
け
師
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
、
独
特
で
曖
昧
な
役
割
を
与
え
る
。
Ｄ
夫
人
は
師
の
役
割
を
軽
視

し
、
師
に
頼
る
の
で
は
な
く
、
自
分
で
自
分
を
解
放
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
儒
学
を
強
調
す
る
。

仏
教
を
学
ぶ
人
が
犯
す
大
き
な
間
違
い
は
、
世
界
か
ら
逃
れ
た
い
と
思
う
こ
と
で
あ
り
、
儒
学
の
場
合
は
、
師
に
な
り
た

い
と
思
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
誘
惑
に
い
つ
ま
で
も
と
ら
わ
れ
て
い
る
限
り
、
真
正
の
学
問
を
理
解
す
る
可
能
性

は
な
い
。
各
々
の
師
に
従
う
こ
と
は
重
要
で
は
な
く
、
最
も
重
要
な
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
本
来
の
性
質
」
（「
本
心
」）
に

従
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
儒
学
の
偉
大
さ
な
の
で
あ
る
。

　
我
々
は
か
つ
て
、「
宗
教
」
と
い
う
言
葉
の
使
用
に
つ
い
て
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
時
に
明
ら
か
だ
っ
た
よ
う
に
、

Ｄ
夫
人
の
こ
う
い
っ
た
態
度
は
、
儒
学
の
教
え
（「
教
」）
と
、
キ
リ
ス
ト
教
の
存
在
す
る
西
洋
か
ら
導
入
さ
れ
た
宗
教
的
制

度
（「
宗
教
」）
と
い
う
概
念
と
を
、
同
一
視
し
た
く
な
い
と
い
う
欲
望
で
、
一
部
は
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
神
や
ブ
ッ
ダ
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に
「
従
う
」
こ
と
を
し
な
い
よ
う
に
、
自
己
実
現
の
手
助
け
を
し
て
く
れ
る
だ
け
の
師
に
も
、「
従
う
」
こ
と
を
し
な
い
の
で

あ
る
。 

こ
の
よ
う
に
彼
女
は
、
師
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
控
え
め
な
評
価
を
理
論
的
に
下
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
実
際
に
は
、

も
っ
と
高
く
設
定
で
き
る
は
ず
の
評
価
を
、
敢
え
て
低
く
設
定
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
王
財
貴
に
会
っ
て
か
ら
、
Ｄ
夫
人
は

彼
女
の
師
と
定
期
的
に
会
い
続
け
た
。
彼
女
に
と
っ
て
、
師
と
の
長
期
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
電
話
や
Ｅ
メ
ー
ル
で

ア
ド
バ
イ
ス
を
求
め
る
こ
と
以
上
の
も
の
を
含
ん
で
い
た
。

私
た
ち
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
簡
潔
だ
っ
た
が
、
い
つ
も
互
い
に
連
絡
を
と
り
あ
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
実
際
の
と
こ

ろ
、
相
互
共
鳴
で
あ
る
と
い
う
感
覚
を
持
っ
て
い
る
。
瞑
想
の
中
で
感
じ
る
こ
と
の
で
き
る
何
か
な
の
で
あ
る
。
先
生
は

超
越
的
な
何
か
を
持
っ
て
い
る

―
彼
は
い
つ
も
そ
こ
に
い
る
の
だ
…
。

　
師
に
つ
い
て
、
取
次
ぎ
と
い
う
形
式
で
役
割
を
与
え
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
Ｄ
夫
人
が
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
の
有
効
性
を
儒
学
に

与
え
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
基
本
的
に
、
彼
女
の
仏
教
体
験
は
自
習
形
式
で
あ
っ
た
。
彼
女
は
自
分
ひ
と
り

で
、
見
知
ら
ぬ
師
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
経
典
や
解
説
を
読
み
、
彼
女
を
同
僚
た
ち
か
ら
際
立
た
せ
る
存
在
へ
と
導
い
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
儒
学
に
お
い
て
は
、
実
際
に
ま
だ
生
き
て
い
る
師
が
取
次
ぎ
の
役
目
を
す
る
こ
と
で
、
彼
女
の
精
神
的
な

使
命
感
を
確
か
な
も
の
に
し
て
い
る
（「
あ
な
た
は
必
要
な
レ
ベ
ル
あ
る
い
は
境
界
に
達
し
て
い
る
」）
。
ま
た
、
師
の
系
統
の
中
に
彼
女

自
身
を
位
置
づ
け
る
可
能
性
を
も
与
え
て
い
る
。
師
の
系
統
の
正
統
性
は
、
過
去
の
賢
人
と
生
き
て
い
る
賢
人
と
を
結
び
合
わ

せ
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
系
統
に
つ
い
て
尋
ね
る
と
、
彼
女
は
最
も
明
白
に
、
王
陽
明
、
梁
漱
凕
、
牟

宗
三
、
そ
し
て
彼
女
の
現
在
の
師
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
彼
女
が
、
実
際
の
師
と
、
儒
学
の
教
え
を
体
現
し
た
人
生
を
送
る
賢

（
11
）
一
九
一
八
年
温
州
に
生
ま
れ
た
南
懷
謹
は
、
民
国
期
に
軍
隊
で
キ
ャ
リ
ア
を
積
ん
だ
あ
と
、
様
々
な
仏
教
学
派
に
つ
い
て
学
ん
だ
。
彼
は
一
九
四
九
年

に
台
湾
に
渡
り
、
一
九
九
〇
年
か
ら
大
陸
で
ビ
ジ
ネ
ス
と
教
育
活
動
に
従
事
す
る
。
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人
の
間
に
、
連
続
し
た
も
の
を
感
知
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

　
最
終
的
な
展
望
は
、
伝
授
さ
れ
た
者
た
ち
に
教
え
が
浸
透
す
る
こ
と
で
あ
る
。
実
際

に
は
、
毎
日
の
古
典
読
解
か
ら
得
た
慰
め
に
感
謝
す
る
レ
ス
ト
ラ
ン
の
従
業
員
た
ち
と
、

子
供
た
ち
を
新
し
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
（
儒
学
古
典
の
よ
り
深
い
意
味
と
、
真
に
「
結
合
」
し
て

い
る
と
さ
れ
る
教
育
が
行
わ
れ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
）
の
中
に
位
置
づ
け
、
通
常
の
学
校
制
度
か

ら
引
き
離
そ
う
と
す
る
、
裕
福
な
親
た
ち
の
間
に
は
、
異
な
る
要
素
の
伝
授
が
存
在
す

る
）
12
（

。
信
仰
が
メ
シ
ア
ニ
ッ
ク
な
高
み
に
ま
で
届
き
そ
う
な
の
は
、
信
奉
者
の
う
ち
で
も
、

こ
の
少
数
派
で
あ
る
。
こ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
観
点
は
、
自
ら
を
三
重
の
要
素
で
表
現
す

る
。
ま
ず
、
家
長
よ
り
も
師
を
重
視
す
る
。
つ
ま
り
、
孝
道
よ
り
も
師
道
に
、
よ
り
偉

大
な
伝
統
を
認
め
る
の
で
あ
る
。「
師
は
親
よ
り
も
重
要
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
親
は
命

を
与
え
る
け
れ
ど
、
師
は
知
恵
を
与
え
る
か
ら
で
あ
る
。」
こ
れ
ほ
ど
の
師
に
対
す
る

尊
敬
は
付
加
的
に
、
共
産
主
義
時
代
と
ポ
ス
ト
共
産
主
義
時
代
の
不
連
続
を
想
定
し
た

と
き
、
特
に
切
迫
し
た
心
情
を
生
む
。「
い
ま
私
の
師
は
五
七
歳
で
あ
る
。
も
し
私
た

ち
が
彼
の
教
条
に
そ
っ
て
子
供
た
ち
を
教
育
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
儒
学
の
未

来
は
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
。」
新
し
い
教
育
を
受
け
る
子
供
た
ち
に
対
し
て
、
親
が
自

主
的
に
権
威
を
放
棄
す
る
こ
と
で
、
明
る
い
展
望
が
開
か
れ
る
。「
彼
ら
は
私
た
ち
の

子
供
で
は
な
く
、
民
族
の
子
供
で
あ
り
、
人
類
の
子
供
で
あ
る
。」
こ
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン

に
は
、
世
代
を
超
越
す
る
夢
も
含
ま
れ
て
い
る
。「
古
典
を
学
ん
だ
こ
と
の
あ
る
子
ど

も
た
ち
同
士
で
結
婚
し
、
彼
ら
の
子
供
も
同
じ
よ
う
に
育
て
ら
れ
る
だ
ろ
う
。」
こ
の

よ
う
に
儒
学
教
育
を
称
揚
す
る
例
を
考
え
る
と
、
聖
賢
が
作
っ
た
と
さ
れ
る
古
典
の
お

牟宗三王陽明 梁漱凕

D夫人の師の系統



87 現代における儒学復興

か
げ
で
、
人
間
性
に
活
力
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
、
ひ
と
つ
の
包
括
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。
遂

行
さ
れ
る
活
動
自
体
は
心
温
か
い
も
の
で
あ
る
が
、
子
供
を
守
る
た
め
、
親
に
対
し
、
支
配
的
教
育
体
系
と
マ
ス
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
に
猛
毒
を
与
え
て
い
る
社
会
的
汚
染
に
つ
い
て
、
告
発
し
続
け
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
活
動
は
よ
り
一

層
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
こ
の
タ
イ
プ
の
活
動
は
分
裂
に
向
か
う
リ
ス
ク
を
常
に
有
し
て
い
る
も
の
の
、
今
日
儒
学
復
興
を
求
め
る
様
々
な
グ
ル
ー
プ

の
中
で
分
裂
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。

（
2
）
現
代
的
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
充
当
と
、
そ
れ
へ
の
挑
戦

　
宗
教
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
が
、
い
ま
だ
未
成
熟
で
あ
る
儒
学
の
再
出
現
を
、
ど
う
理
解
し
た
ら
よ
い
か
。
唯
一
の
方
法
は
、

す
で
に
十
分
古
く
な
っ
た
歴
史
に
お
い
て
、
儒
学
が
ど
の
よ
う
に
符
合
す
る
の
か
を
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
歴
史
と
は
、

西
洋
近
代
の
「
宗
教
」
と
い
う
概
念
が
、
近
代
中
国
文
明
に
よ
る
再
定
義
の
中
で
、
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
歴
史
で
あ
る
。

こ
の
議
論
は
固
有
の
前
段
階
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
一
六
世
紀
か
ら
一
八
世
紀
に
か
け
て
の
、
帝
政
中
国
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
交
流
か
ら
始
ま
り
、
そ
の
時
す
で
に
、
儒
学
の
宗
教
的
特
異
性
の
問
題
が
論
争
点
と
な
っ
て
い
た
。「
典
礼
問
題
」
と
呼
ば

れ
る
こ
の
論
争
は
、
中
国
の
礼
に
対
し
て
宣
教
師
が
大
胆
不
敵
な
解
釈
を
行
っ
た
こ
と
で
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
論
争
は
、

中
国
と
西
洋
が
接
触
し
た
後
、
早
く
か
ら
複
雑
で
両
面
価
値
的
な
対
話
が
あ
っ
た
こ
と
を
描
き
出
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

清
末
の
劇
的
な
変
容
は
、
西
洋
の
帝
国
主
義
を
背
景
に
具
体
化
さ
れ
、
ま
た
、
中
国
の
学
術
が
彼
ら
の
生
き
残
り
を
か
け
て
受

容
せ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
、
西
洋
学
術
の
あ
る
種
の
優
位
性
と
い
う
背
景
の
中
で
具
体
化
さ
れ
る
。 

こ
の
複
雑
な
歴
史
に

（
12
）
こ
う
い
っ
た
教
育
に
お
け
る
、
身
体
、
子
供
、
人
々
の
役
割
に
つ
い
て
は
、Sébastien Billioud and Joël T

horaval, “Jiaohua: T
he C

onfucian Revival 
Today as an Educative Project,” Ibid., pp. 14–21

を
参
照
。
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つ
い
て
、
包
括
的
に
振
り
返
る
の
は
本
稿
で
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
我
々
は
、
今
日
ま
で
影
響
を
持
っ
て
い
る
い
く
つ

か
の
重
要
な
特
色
に
だ
け
言
及
す
る
。

カ
テ
ゴ
リ
ー
を
探
す
「
教
」

　「
宗
教
」
と
い
う
、
中
国
で
は
そ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
概
念
が
、
西
洋
の
文
化
と
社
会
の
基
礎
を
構
成
す
る
「
宗

教
」「
科
学
」「
政
治
」「
芸
術
」「
文
学
」「
哲
学
」
と
い
う
概
念
の
集
合
体
の
一
部
と
し
て
、
い
か
に
し
て
紹
介
さ
れ
た
か
は

明
白
で
あ
る
。
一
つ
の
概
念
を
定
義
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
概
念
の
持
つ
立
場
を
、
他
の
も
の
す
べ
て
と
比
較
す
る
し
か
な
い
。

こ
れ
ら
の
概
念
が
か
な
り
の
短
期
間
で
紹
介
さ
れ
た
の
は
、
何
よ
り
も
明
治
日
本
と
い
う
仲
介
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
概
念
が
紹
介
さ
れ
た
こ
と
で
、
中
国
は
大
規
模
な
文
化
的
社
会
的
秩
序
を
再
組
織
化
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
中
国
文
明

は
す
み
ず
み
ま
で
破
壊
さ
れ
、
再
発
明
さ
れ
た
。
図
式
的
に
な
り
す
ぎ
る
危
険
は
あ
る
が
、
儒
学
的
遺
産
と
、
新
し
い
カ
テ
ゴ

リ
ー
で
あ
る
宗
教
が
出
会
っ
た
様
々
な
段
階
を

―
年
代
順
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
論
理
的
な
方
法
で
、
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
発
展

は
重
複
し
て
い
る
の
で

―
再
構
築
す
る
と
い
う
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

　
最
初
の
段
階
は
、
断
固
と
し
た
抵
抗
で
あ
る
。
そ
れ
は
帝
政
へ
の
忠
誠
か
ら
生
み
出
さ
れ
、
知
識
階
級
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ

た
も
の
だ
っ
た
。
当
時
の
知
識
階
級
は
、
儒
学
的
伝
統
と
中
国
固
有
の
総
括
的
な
分
類
で
あ
る
「
教
」
を
背
景
と
し
て
有
し
て

い
た
。「
宗
教
」
と
い
う
新
し
い
専
門
用
語
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
概
念
で
あ
る
「
組
織
化
さ
れ
た
宗
教
」
の
訳
語
に
あ
た
る
が
、

「
教
」
は
、
こ
の
「
宗
教
」
に
対
立
す
る
概
念
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
指
摘
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
こ
の
時
、
特
に
異
議
を
申

し
立
て
ら
れ
た
も
の
は
、
一
般
的
な
「
西
洋
の
宗
教
」
と
い
う
概
念
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
は
近
代
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し

て
の
「
宗
教
」
で
あ
り
、
次
第
に
世
俗
化
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
生
ん
だ
結
果
な
の
で
あ
る
。
雍
正
帝
は
、
一
八
世
紀
に
宣
教

師
の
活
動
に
直
面
し
た
時
、
中
国
の
「
教
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
ど
こ
か
に
、
キ
リ
ス
ト
教
的
唯
一
神
を
位
置
づ
け
る
こ
と

が
で
き
る
と
信
じ
た
。
し
か
し
二
〇
世
紀
に
入
り
、
衰
退
し
て
ゆ
く
帝
政
は
、
一
連
の
機
構
に
そ
の
妥
当
性
を
問
わ
れ
た
。
一
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連
の
機
構
と
は
す
な
わ
ち
、
教
会
、
宗
派
、
高
等
教
育
機
構
、
さ
ら
に
は
政
治
的
活
動
も
含
む
。
こ
れ
ら
の
機
構
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
価
値
に
基
づ
い
て
差
異
化
さ
れ
、
比
較
的
独
立
し
て
い
た
。
古
代
儒
学
の
「
教
」
は
、
儀
式
を
重
ん
じ
な
が
ら
、
倫
理
的

社
会
的
な
規
範
を
も
た
ら
す
役
目
を
担
い
、
ま
た
宇
宙
的
政
治
的
秩
序
と
い
う
概
念
を
包
含
し
て
い
た
。
こ
の
「
教
」
が
、
狭

く
限
定
さ
れ
た
制
度
的
枠
組
み
に
直
面
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
枠
組
み
と
は
す
な
わ
ち
、
世
俗
化
と
新
し
い
民
主
的
展
望
に

よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
た
社
会
を
背
景
と
し
て
再
構
築
さ
れ
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
宗
教
的
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。

　
清
末
に
至
る
ま
で
に
、「
学
」（
知
識
）
の
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
と
、「
教
」
（
教
え
）
に
関
わ
る
も
の
が
、
次
第
に
区

別
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
西
洋
の
科
学
技
術
の
重
要
性
が
ま
す
ま
す
増
加
し
て
い
っ
た
た
め
、「
教
」
は
、
も
っ
と
限
定
的

な
意
味
に
結
び
付
け
ら
れ
始
め
た
。
つ
ま
り
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
中
国
の
伝
統
と
い
う
根
本
的
な
価
値
に
結
び
付
け
ら
れ
た
の

で
あ
る

）
13
（

。
こ
の
観
点
か
ら
考
え
る
と
、
清
朝
最
末
期
と
い
う
時
代
は
、
古
代
か
ら
遺
さ
れ
た
文
化
的
宗
教
的
要
素
を
、
簡
潔
に
、

か
つ
著
し
く
、
差
異
化
し
た
時
代
で
あ
る
と
言
え
る
。
確
か
に
、
一
九
〇
五
年
の
科
挙
廃
止
は
、
儒
家
の
文
化
的
秩
序
に
と
っ

て
重
要
な
機
構
の
終
焉
で
あ
る
と
同
時
に
、
あ
る
種
の
「
学
習
」
の
終
焉
を
物
語
っ
て
い
た
。
し
か
し
儒
学
は
逆
説
的
に
、
新

し
く
傑
出
し
た
存
在
と
な
り
、
国
教
に
も
似
た
も
の
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
儒
学
へ
の
礼
賛
が
、
天
地
へ
の
祭
祀
が
大
き
な
威

厳
を
持
っ
て
い
た
の
と
同
じ
く
ら
い
、
空
前
に
増
進
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
辛
亥
革
命
後
に
成
立
し
た
中
華
民
国
は
、
康
有
為
の
よ
う
な
、
伝
統
的
で
多
義
的
な
概
念
で
あ
る
「
教
」
を
擁
護
す
る
者

（「
保
教
」）
を
窮
地
に
追
い
や
っ
た
。
梁
啓
超
が
日
本
に
亡
命
し
、
康
有
為
の
改
革
案
を
支
持
し
、
彼
を
「
儒
教
の
ル
タ
ー
」
と

い
う
地
位
に
ま
で
押
し
上
げ
た
時
に
も
、「
教
」
と
い
う
概
念
の
多
義
性
は
、
ま
だ
意
味
を
受
容
で
き
る
可
能
性
を
持
っ
て
い

（
13
）
実
際
に
は
康
有
為
の
敵
対
者
で
あ
っ
た
王
照
が
出
し
た
発
議
は
、
一
八
九
八
年
に
教
育
省
（
学
部
）
と
は
区
別
さ
れ
た
儒
教
省
（
教
部
）
を
創
ろ
う

と
い
う
も
の
だ
っ
た
が
、
す
で
に
こ
の
状
況
の
図
式
を
提
供
し
て
い
る
。H

si-yuan C
hen, C

onfucianism
 Encounters Religion: T

he Form
ation of Religious 

D
iscourse and the C

onfucian M
ovem

ent in M
odern C

hina, D
octoral thesis in H

istory and East Asian Languages, H
arvard, U

M
I M

icroform
 9936192, 

1999, p. 89

を
参
照
。
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た
。
日
本
で
作
ら
れ
た
「
宗
教
」
と
い
う
新
語
が
中
国
に
輸
入
さ
れ
る
に
あ
た
り
、
第

一
に
責
任
の
あ
る
こ
の
人
物
に
つ
い
て
、
簡
潔
に
論
ず
る
べ
き
だ
ろ
う
。
彼
は
、
包
括

的
な
「
教
」
と
い
う
古
代
概
念
を
保
存
す
る
よ
う
な
や
り
方
で
、
こ
の
新
語
を
用
い
た
の

で
あ
る
。
そ
の
核
心
は
、
康
有
為
が
す
で
に
考
え
た
よ
う
な
宗
教
の
受
容
を
強
調
す
る
こ

と
に
は
な
か
っ
た
。
彼
は
、
儒
学
を
世
界
的
な
目
標
（
平
等
主
義
、
進
歩
主
義
、
利
他
主
義
な

ど
）
へ
と
、
完
全
に
変
容
さ
せ
る
こ
と
を
正
当
化
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る

）
14
（

。
実
際
に
は
、

一
九
〇
二
年
か
ら
梁
啓
超
は
す
で
に
儒
学
を
宗
教
と
考
え
る
こ
と
を
拒
否
し
て
い
た
の
だ

が
）
15
（

、「
教
」
の
、
こ
の
よ
う
な
多
義
性
が
持
ち
こ
た
え
ら
れ
な
い
も
の
に
な
っ
た
と
し
た

ら
、
そ
れ
は
知
的
議
論
が
進
化
し
た
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
新
し
い
政
治
体
制
に
そ
の
大

き
な
原
因
が
あ
っ
た
。
そ
の
後
は
、
民
国
憲
法
が
起
草
さ
れ
る
中
で
、
正
確
な
法
的
観

点
か
ら
中
国
に
お
け
る
儒
学
の
将
来
的
な
立
場
を
決
定
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
た
。
つ
ま

り
、
儒
学
は
国
教
と
な
り
う
る
教
義
な
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
憲
法
に
関
す
る
議
論

は
、
政
治
的
動
乱
に
よ
っ
て
陰
り
を
見
せ
、
妥
協
案
に
し
か
至
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
も
ま

も
な
く
、
民
族
主
義
者
と
共
産
主
義
者
が
も
た
ら
し
た
、
よ
り
急
進
的
な
世
俗
化
に
よ
っ

て
、
無
意
味
な
も
の
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

）
16
（

。

　
孔
教
と
い
う
言
葉
は
、
清
末
に
す
で
に
流
通
し
て
い
た
が
、
孔
子
へ
の
言
及
が
付
随
し

た
「
孔
子
の
宗
教
」
と
し
て
、
は
っ
き
り
と
形
を
現
し
始
め
た
の
は
こ
の
時
期
で
あ
る
。

皮
肉
に
も
、
キ
リ
ス
ト
や
ム
ハ
ン
マ
ド
な
ど
の
世
界
宗
教
を
モ
デ
ル
に
し
て
、
一
九
世
紀

の
西
洋
の
学
者
が
発
明
し
た“C

onfucianism
”

と
い
う
言
葉
が
、
つ
い
に
は
中
国
の
土
壌

で
実
現
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
一
九
一
二
年
に
発
足
し
た
儒
教
機
構
で
あ
る
孔
教
会

陳煥章康有為 梁啓超
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は
、
民
国
一
年
目
に
、
康
有
為
の
弟
子
の
一
人
陳
煥
章
（
一
八
八
〇̶

―
一
九
三
三
）
の
指
導
の
も
と
、
急
速
に
成
長
し
た
。
発
足

か
ら
二
年
後
に
は
中
国
の
内
外
で
一
三
二
も
の
支
所
が
で
き
た
の
で
あ
る

）
17
（

。
孔
教
会
は
、
い
わ
ば
見
せ
か
け
の
敵
と
し
て
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
対
抗
し
、
儀
礼
に
相
当
す
る
も
の
、
た
と
え
ば
祭
服
、
信
条
、
宗
教
上
の
祭
日
、
教
徒
を
集
め
る
毎
週

の
宗
教
的
礼
拝
な
ど
を
作
ろ
う
と
試
み
た

）
18
（

。

　
こ
の
時
か
ら
、
中
国
の
政
治
的
空
間
に
お
い
て
「
孔
子
の
宗
教
」
を
肯
定
す
る
こ
と
は
、
三
つ
の
問
題
に
答
え
を
与
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
は
、
二
一
世
紀
の
初
め
に
、
異
な
る
タ
ー
ム
で
再
浮
上
す
る
こ
と
と
な
る
問
題
で
あ
る
。
ひ
と

つ
は
、
国
教
と
い
う
傑
出
し
た
も
の
を
求
め
る
想
い
と
、
宗
教
の
自
由
の
必
要
性
と
を
、
ど
の
よ
う
に
し
て
調
和
さ
せ
る
か
と

い
う
問
題
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
少
数
民
族
の
宗
教
的
伝
統
（
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
、
イ
ス
ラ
ー
ム
）
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
儒
学
の

促
進
が
新
し
い
国
家
の
結
合
を
弱
め
な
い
こ
と
を
、
ど
う
や
っ
て
保
証
す
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
さ
ら
に
も
う
ひ
と
つ

は
、
文
廟
や
書
院
と
い
っ
た
、
以
前
に
は
重
要
だ
っ
た
が
今
で
は
破
壊
さ
れ
変
容
し
て
し
ま
っ
た
空
間
を
、
い
か
な
る
公
的
な

礼
拝
空
間
が
埋
め
ら
れ
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
最
も
懸
念
さ
れ
た
こ
と
は
、
大
衆
に
儒
学
が
普
及
す
る
か
ど
う
か
と
い
う

（
14
）Ibid, p. 62.

（
15
）
梁
啓
超
の
宗
教
に
対
す
る
態
度
の
複
雑
な
変
化
に
つ
い
て
は
、M

arianne Bastid-Bruguière

、「
梁
啓
超
与
宗
教
問
題
」、 

狭
間
直
樹
編
、『
梁
啓
超
、
明

治
日
本
、
西
方
』、
二
〇
〇
一
、
北
京
、
社
会
科
学
文
献
出
版
社
、
四
〇
〇
―
四
五
七
頁
を
参
照
。

（
16
）
儒
学
の
国
教
化
を
肯
定
的
に
提
議
す
る
ど
こ
ろ
か
、
一
九
二
三
年
憲
法
の
第
一
一
条
は
、
曖
昧
な
言
葉
で
、
中
華
民
国
の
国
民
た
ち
が
「
法
と
一
致

し
て
い
れ
ば
…
儒
教
を
あ
が
め
る
自
由
、
ど
ん
な
宗
教
も
信
仰
で
き
る
自
由
」
を
有
し
て
い
る
と
し
て
い
る
。
前
掲
のH

si-yuan C
hen, C

onfucianism
 

Encounters Religion, p. 187

を
参
照
。

（
17
）
陳
煥
章
の
思
想
に
つ
い
て
は
、N

icolas Zufferey, “C
hen H

uanzhang et l’invention d’une religion confucianiste au début de l’époque républicaine”

を

参
照
。
ま
た
こ
の
議
論
の
背
景
に
つ
い
て
は
、V.G

oossaert, “Les m
utations de la religion confucianiste, 1898–1937,” in Flora Blanchon and R

ang-R
i 

Park-Barjot (ed), Le nouvel âge de C
onfucius, Paris, Presses U

niversitaires de Paris-Sorbonne, 2007, pp. 173–188, 163–172

を
参
照
。

（
18
）
干
春
松
は
、「
中
国
固
有
の
宗
教
」
に
対
し
て
、
特
に
儒
教
に
対
し
て
、
展
開
と
変
容
を
も
た
ら
し
た
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
影
響
を
強
調
し
て
い
る
。

彼
は
ま
た
、
孔
教
会
に
つ
い
て
よ
り
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。
干
春
松
「
従
康
有
為
到
陳
煥
章
」、
干
春
松
編
『
儒
家
、
儒
教
、
与
中
国
制
度
資
源
』、
南
昌
、

江
西
出
版
集
団
、
三
五
頁
以
下
、
七
五
―
七
六
頁
を
参
照
。
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こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
実
際
に
は
、
教
養
あ
る
エ
リ
ー
ト
た
ち
の
、
あ
る
種
の
「
偏
見
」
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
り
、「
偏
見
」

の
影
響
は
二
〇
世
紀
を
通
じ
て
残
り
続
け
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
一
言
言
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
実
際
、
一
九
二
〇
年
代
に
、「
宗
教
的
儒
学
」
の
普
及
に
つ
い
て
知
的
階
級
が
共
通
し
て
持
っ
て
い
た
先
入
観
は
、
中
国
の

大
衆
が
宗
教
的
儒
学
に
つ
い
て
こ
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
恐
れ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
儒
学
が
、
帝
政
時
代
に
ど
の

よ
う
に
浸
透
し
て
い
た
か
を
考
慮
す
れ
ば
、
す
く
な
か
ら
ず
逆
説
的
で
あ
る

）
19
（

。
エ
リ
ー
ト
層
の
不
安
は
、
彼
ら
が
し
ば
し
ば

通
っ
た
伝
統
的
機
構
に
対
す
る
、
あ
る
種
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
と
と
も
に
増
長
し
た
。
伝
統
的
な
機
構
と
は
つ
ま
り
、
寺
院
や
書

院
で
あ
り
、
か
つ
て
は
士
大
夫
の
社
会
に
お
け
る
支
配
的
な
地
位
を
正
当
化
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
社
会
的
地
位
は
、

新
し
い
共
和
制
の
秩
序
を
通
し
て
漸
進
的
な
変
化
を
受
け
た
。
彼
ら
は
政
治
家
、
イ
ン
テ
リ
、
大
学
教
師
な
ど
に
な
り
、
そ
れ

以
来
、
祖
先
代
々
の
寺
院
や
、
地
元
の
文
化
的
共
同
体
で
行
わ
れ
る
民
間
信
仰
の
大
部
分
に
つ
い
て
、
副
次
的
な
注
意
し
か
払

わ
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
、
祖
先
代
々
の
祠
堂
に
お
け
る
実
践
の
持
続
力
の
中
に
、
思
考
の
た
め
の
重
要
な
糧
は
な
か
っ
た

の
だ
ろ
う
か
？
　
祠
堂
で
行
わ
れ
た
儀
礼
の
伝
統
は
、
地
域
の
共
同
体
の
中
で
も
最
も
教
養
あ
る
人
々
に
よ
っ
て
、
解
釈
さ
れ

つ
づ
け
て
い
た
。
だ
ん
だ
ん
と
都
市
化
し
、
国
家
的
展
望
に
目
を
向
け
る
よ
う
に
な
っ
た
エ
リ
ー
ト
た
ち
は
、
血
縁
関
係
に
焦

点
を
あ
て
た
日
常
的
実
践
と
自
ら
の
間
に
距
離
を
置
く
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
距
離
が
、「
迷
信
」
や
異
端
と
み
な
さ
れ
た
民

間
信
仰
に
対
す
る
、
伝
統
的
な
用
心
深
さ
と
結
び
つ
い
た
の
で
あ
る
。 

そ
し
て
、
教
育
や
慈
善
事
業
に
と
り
わ
け
積
極
的
な
、

キ
リ
ス
ト
教
や
そ
の
分
派
の
魅
力
か
ら
守
る
た
め
に
、
新
し
い
「
孔
子
の
宗
教
」
は
、「
脱
儒
学
化
さ
れ
た
」
田
舎
の
世
界
を

統
制
し
、
再
構
築
す
る
こ
と
に
傾
倒
し
た
の
で
あ
っ
た

）
20
（

。
一
九
三
〇
年
代
あ
る
い
は
一
九
四
〇
年
代
の
中
国
に
お
い
て
、
社
会

学
や
文
化
人
類
学
の
分
野
で
素
晴
ら
し
い
学
問
が
形
成
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
別
の
知
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
登
場
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
中
国
の
信
仰
や
実
践
は
や
っ
と
「
信
仰
」「
宗
教
」「
迷
信
」
と
い
っ
た
近
代
的
指
針
か
ら
解
放
さ
れ
、
首
尾
一
貫
し

た
方
式
で
再
構
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
儒
家
の
遺
産
と
宗
教
と
い
う
新
た
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
出
会
う
第
二
の
時
期
に
お
い
て
、
西
洋
を
モ
デ
ル
に
し
た
宗
教
的
な
儒
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学
の
失
敗
は
、
西
洋
の
新
し
い
概
念
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
科
学
が
、
一
九
二
〇
年
代
を
通
し
て
勝
利
し
た
こ
と
に
関
連
付

け
ら
れ
る
。
実
際
、
大
部
分
の
新
知
識
階
級
が
中
国
の
文
化
遺
産
を
評
価
す
る
際
に
、
だ
ん
だ
ん
と
頼
り
は
じ
め
た
の
は
、
こ

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
な
の
で
あ
る

）
21
（

。
五
四
時
期
の
活
動
家
た
ち
が
雑
誌
『
新
青
年
』
で
始
め
た
議
論
は
、
科
学
の
名
に
お
い
て
、
新

中
国
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
せ
よ
新
儒
教
に
せ
よ
、
宗
教
と
い
う
も
の
に
対
し
、
い
か
な
る
正
統
な
役
割
も
認
め
な
い
と
い

う
結
論
に
達
し
た
。
一
九
三
〇
年
に
は
、
孔
教
会
は
も
は
や
新
し
い
エ
リ
ー
ト
を
惹
き
つ
け
る
こ
と
は
な
く
な
り
、
陳
煥
章
は

大
陸
を
離
れ
て
香
港
に
向
か
い
、
そ
こ
で
彼
が
行
っ
た
活
動
は
現
在
ま
で
続
い
て
い
る
。
さ
ら
に
、
鄭
家
棟
の
指
摘
に
よ
れ

ば
、
一
九
五
〇
年
ま
で
大
部
分
の
専
門
出
版
物
は
「
宗
教
」
と
い
う
観
点
で
儒
学
を
議
論
す
る
こ
と
を
避
け
て
い
た

）
22
（

。
そ
の
後
、

学
術
的
出
版
物
の
多
く
は
、
儒
家
あ
る
い
は
儒
学
と
い
っ
た
非
宗
教
的
な
述
語
に
頼
り
、
儒
教
と
い
う
言
葉
を
使
わ
な
か
っ
た
。

「
孔
子
の
宗
教
」
は
、
永
久
に
衰
微
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
宗
教
に
反
対
す
る
論
客
は
、
儒
学
の
概
念
化
に
つ
い
て
、
三
度
目
の
転
換
を
生
じ
さ
せ
た
。
す
な
わ
ち
、
哲
学
と
い
う
カ
テ

ゴ
リ
ー
の
優
位
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
明
治
時
代
の
井
上
哲
次
郎
と
彼
の
門
弟
の
例
に
影
響
を
受
け
、
王
国
維
な
ど
の
第

一
線
の
学
者
た
ち
は
、
す
で
に
清
末
か
ら
「
哲
学
」
と
い
う
西
洋
の
概
念
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
、
伝
統
的
な
儒
学
の
学
問
に
最
も

う
ま
く
適
用
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
た
。
現
代
的
総
合
大
学
の
激
増
は
、
巨
大
な
西
洋
哲
学
体
系
と
対
面
し
な
が
ら

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
メ
リ
カ
の
学
術
的
交
流
を
導
き
、「
中
国
哲
学
」
と
い
う
新
し
い
分
野
の
黄
金
時
代
を
生
ん
だ
。「
中
国
哲

（
19
）
厳
復
が
観
察
し
た
よ
う
に
、
漢
代
か
ら
社
会
に
存
続
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
儒
学
は
決
し
て
大
衆
的
信
仰
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。「
厳
復
は
『
女

性
と
子
供
の
ほ
と
ん
ど
は
天
国
、
地
獄
、
仏
陀
や
閻
魔
は
知
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
誰
も
一
人
と
し
て
孔
子
の
弟
子
の
名
前
を
知
ら
な
い
。』
と
記
し
た
。」

C
hen H

si-yuan, C
onfucianism

 Encounters Religion, 

前
掲, p. 85

。

（
20
）C

hen H
si-yuan

は
ま
た
、
陳
煥
章
の
計
画
が
若
者
、
労
働
者
、
商
人
、
女
性
、
そ
し
て
村
に
住
む
人
た
ち
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
前

掲
二
二
三
―
二
二
四
頁
を
参
照
。
同
じ
よ
う
な
野
望
は
、
現
在
の
儒
学
復
興
提
唱
者
の
中
に
も
共
通
し
て
い
る
。

（
21
）D

.W
.Y. Kw

ok, Scientism
 in C

hinese T
hought, 1900–1950, N

ew
 H

aven, Yale U
niversity Press, 1965.

（
22
）
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
鄭
家
棟
「
儒
家
思
想
的
宗
教
性
問
題
」、『
当
代
新
儒
学
論
衡
』、
一
九
九
五
、
台
北
、
桂
冠
、
一
七
一
―
二
三
三
頁
を
参
照
。
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学
」
は
、
馮
友
蘭
の
仕
事
に
お
い
て
最
も
具
現
化
さ
れ
て
い
る
が
、
彼
は
儒
学
の
教
義
を
体
系
化
か
つ
概
念
化
し
、
同
時
に
そ

の
系
譜
を
追
跡
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、「
哲
学
的
儒
学
」
の
最
も
重
要
な
開
花
は
、
香
港
や
台
湾
に
亡
命
し
た
牟
宗
三
の
よ

う
な
思
想
家
た
ち
の
仕
事
の
中
で
生
じ
た
の
で
あ
る
。
古
代
概
念
で
あ
る
「
教
」
が
、
学
術
的
方
法
へ
と
変
容
す
る
中
で
、
そ

の
疲
弊
が
完
全
に
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
そ
れ
か
ら
わ
ず
か
半
世
紀
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
毛
沢
東
時
代
の
猛
烈
な
反
儒
学
主
義
の
結
果
、
記
憶
喪
失
の
ベ
ー
ル
が
こ
の
進
化
の
複
雑
さ
を
覆
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
は

文
化
大
革
命
に
お
い
て
最
も
激
し
い
段
階
に
到
達
す
る
。
も
し
孔
子
を
仮
に
認
め
る
と
し
て
も
、
単
な
る
教
育
家
と
し
て
言
及

さ
れ
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
ポ
ス
ト
毛
沢
東
時
代
の
若
い
歴
史
家
は
、
す
で
に
示
し
た
よ
う
な
現
代
儒
学
の
三
つ

の
重
要
な
段
階
に
つ
い
て
、
記
憶
を
蘇
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
、
様
々
な
経
験
が
融
合
し
た
包
括
的
な
教
え
（「
教
」）

で
あ
る
儒
学
を
前
面
に
押
し
出
し
、
外
国
の
影
響
に
抵
抗
し
た
時
代
で
あ
る
。
次
に
、
キ
リ
ス
ト
教
に
完
全
に
比
せ
ら
れ
た

儒
教
（「
孔
教
」）
を
作
ろ
う
と
す
る
誘
惑
の
時
代
。
最
後
に
、「
哲
学
の
恋
人
」
に
正
式
に
な
り
さ
が
っ
て
し
ま
う
儒
学
で
あ
り
、

究
極
的
な
叡
智
と
い
う
名
に
お
い
て
、
抽
象
主
義
の
体
系
に
忠
誠
を
つ
く
す
こ
と
で
避
難
場
所
を
探
し
た
時
代
で
あ
る
。

再
生
さ
れ
た
流
動
性

︱
二
〇
世
紀
の
分
類
化
へ
の
疑
問
　

　
一
九
八
〇
年
代
か
ら
、「
儒
学
」
は
次
第
に
新
し
い
展
望
を
獲
得
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
包
括
的
な
教
え
（「
教
」）

と
い
う
伝
統
的
概
念
は
、
三
十
年
に
わ
た
る
徹
底
的
な
批
評
の
の
ち
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
世
界
の
学
術
的
論
述
の
中
で
、
断
片

的
で
骨
抜
き
に
さ
れ
た
か
た
ち
で
し
か
、
再
浮
上
し
な
か
っ
た
。 

た
と
え
改
革
開
放
政
策
に
よ
っ
て
、
大
陸
の
外
で
、
特
に

香
港
や
台
湾
で
、
儒
学
が
再
び
漸
進
的
に
知
的
発
展
を
遂
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
再
構
築
の
仕
事
は
、
歴
史
家
、

文
学
批
評
家
、
学
究
的
世
界
に
お
け
る
哲
学
家
に
限
ら
れ
て
い
た
。
も
っ
と
も
明
白
な
こ
と
に
、
そ
れ
は
村
の
レ
ベ
ル
で
の
発

展
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
村
で
は
先
祖
代
々
の
寺
院
と
地
元
の
共
同
体
に
関
連
付
け
ら
れ
て
、
形
式
的
に
は
違
法
で

あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
漸
進
的
な
儀
礼
の
再
設
立
が
進
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
天
安
門
事
件
に
続
き
、
一
九
九
〇
年
代
の
初
め
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に
、
上
海
出
身
の
若
い
文
化
人
類
学
者
で
あ
る
銭
杭
が
、
南
方
の
い
く
つ
か
の
省
で
祖
先
崇
拝
に
関
連
し
た
実
践
が
な
お
継
続

し
て
い
た
の
を
再
発
見
し
た
こ
と
は
、
驚
き
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
た
。
彼
は
も
と
も
と
械
斗
（
敵
対
す
る
血
縁
グ
ル
ー
プ
間
で
行
わ

れ
る
伝
統
的
な
戦
闘
）
の
よ
う
な
、
破
壊
的
で
「
封
建
的
な
」
習
慣
の
持
続
を
調
査
す
べ
く
上
海
社
会
科
学
院
か
ら
派
遣
さ
れ
た

の
だ
っ
た
。
そ
の
代
り
に
、
銭
杭
は
一
族
の
長
た
ち
と
地
元
の
役
人
た
ち
の
祠
堂
に
お
け
る
建
設
的
な
集
会
を
レ
ポ
ー
ト
し

た
。
彼
ら
は
、
社
会
主
義
の
法
律
で
は
解
決
で
き
な
い
日
々
の
農
村
生
活
の
問
題
（
例
え
ば
、
財
産
や
古
代
の
祠
堂
の
共
用
に
係
わ
る

疑
問

―
こ
れ
ら
の
権
利
は
村
全
体
に
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
同
じ
祖
先
を
持
つ
子
孫
た
ち
に
あ
る
の
か
？

―
な
ど
）
を
議
論
す
る
た
め
に

集
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
の
結
論
に
よ
る
と
、
こ
の
よ
う
な
問
題
は
、
教
養
の
あ
る
村
民
た
ち
に
よ
っ
て
文
化
的
伝
統
が

持
続
的
に
保
存
さ
れ
て
き
た
お
か
げ
で
、
よ
り
平
和
的
で
合
理
的
に
解
決
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
実
践
は
、「
民
間
儒
学
」

の
一
端
を
為
し
て
お
り
、
大
き
な
文
化
人
類
学
的
興
味
を
ひ
く
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
都
市
の
研
究
者
は
、
学
術
的

な
テ
キ
ス
ト
分
析
や
伝
統
的
文
化
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
価
値
観
や
概
念
に
関
す
る
討
論
に
固
執
す
る
た
め
、
こ
れ
ら
農
村
レ
ベ

ル
の
現
象
に
ほ
と
ん
ど
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た

）
23
（

。

　
ま
た
一
方
で
は
、
今
世
紀
の
初
め
、
急
速
に
発
展
し
、
社
会
的
流
動
性
が
増
大
し
、
そ
し
て
新
し
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

手
段
が
重
視
さ
れ
た
結
果
、
中
国
社
会
は
他
へ
の
影
響
力
を
大
き
く
増
長
さ
せ
た
。
物
質
面
、
理
論
面
双
方
で
増
加
し
た
交

流
の
流
動
性
は
、
す
で
に
受
容
さ
れ
て
い
た
思
想
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
つ
い
て
再
検
討
さ
せ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。「
儒
学
の
」

伝
統
の
残
部
と
し
て
公
的
に
描
か
れ
、
制
度
化
さ
れ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
不
自
然
か
つ
扱
い
に
く
い
地
位
に
あ
っ
た
。
基
本
と

な
る
概
念
の
基
盤
が
こ
の
よ
う
に
相
対
的
に
弱
化
し
て
し
ま
っ
た
の
は
、
社
会
の
頂
上
と
草
の
根
レ
ベ
ル
で
、
同
時
に
再
検

討
が
起
こ
り
、
ふ
た
つ
の
プ
ロ
セ
ス
を
た
ど
っ
た
結
果
で
あ
る
。
一
方
で
、
学
術
的
エ
リ
ー
ト
た
ち
は
、
古
代
の
「
国
家
的
学

（
23
）
銭
杭
『
伝
統
と
転
型

：

江
西
泰
和
農
村
宗
族
形
態
』、
一
九
九
五
、
上
海
社
会
科
学
院
出
版
社
。
こ
の
個
別
例
と
そ
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、Joël 

T
horaval, “T

he Anthropologist and the Q
uestion of the ‘V

isibility’ of C
onfucianism

 in C
ontem

porary C
hinese Society,” C

hina Perspectives, 23 (1999), 
pp. 65–73

を
参
照
。
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問
」
（「
国
学
」）
を
、
そ
の
意
味
と
そ
の
内
部
の
一
貫
性
と
が
理
解
不
能
に
な
る
ま
で
分
割
す
る
学
問
区
分
の
正
統
性
を
疑
問
視

す
る
。
例
え
ば
、
二
〇
〇
二
年
に
中
国
人
民
大
学
に
「
国
学
院
」
が
設
立
さ
れ
た
が
、
そ
こ
で
は
、
西
洋
モ
デ
ル
に
基
づ
い
た

科
学
的
な
専
門
化
が
、
自
ら
の
起
こ
し
た
効
果
に
つ
い
て
強
情
な
ま
で
に
非
を
認
め
な
い
こ
と
に
関
し
て
議
論
を
引
き
起
こ
し

た
。
そ
れ
は
同
時
に
、
テ
キ
ス
ト
に
対
し
て
文
学
的
、
歴
史
的
、
哲
学
的
な
観
点
を
動
員
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
妨
げ
て
い
た
の

で
あ
る

）
24
（

。
も
う
一
方
で
、
草
の
根
レ
ベ
ル
で
「
儒
学
復
興
」
を
促
進
す
る
団
体
が
増
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
団
体
は
し
ば
し
ば

曖
昧
で
不
確
か
な
言
語
と
実
践
に
訴
え
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
ら
は
古
い
学
術
的
分
類
を
捨
て
去
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
最
近
の
「
民
間
儒
家
」
に
お
け
る
、
明
ら
か
な
宗
教
要
素
を
は
っ
き
り
と
理
解
す
る
た
め
に
は
、
特
定
の
例
を
検
証
す
る
こ

と
が
必
要
と
な
る
。
実
際
、「
宗
教
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
新
し
い
意
味
は
、
二
つ
の
現
代
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
「
哲
学
」

と
「
科
学
」
の
思
い
が
け
な
い
使
用
法
を
提
示
す
る
い
く
つ
か
の
例
と
比
較
す
る
こ
と
で
、
よ
り
明
瞭
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ

ら
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
我
々
の
関
心
に
値
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
そ
れ
ら
の
分
類
的
機
能
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
が
実

際
に
果
た
す
役
割
の
た
め
で
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
す
で
に
存
在
し
て
い
た
儒
学
の
教
え
を
単
に
分
化
さ
せ
る

だ
け
で
は
な
く
、
儒
学
の
本
質
を
活
発
に
変
更
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
儒
学
を
宗
教
、
哲
学
、
あ
る
い
は
知
識
と
し
て
捉
え
る

こ
と
は
、
自
然
に
儒
学
を
新
し
い
多
く
の
要
素
へ
と
変
容
さ
せ
る
。
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
は
、
実
践
及
び
制
度
化
へ
の
要

求
と
同
義
で
あ
る
た
め
、
我
々
の
興
味
を
引
く
の
で
あ
る
。

　
二
〇
世
紀
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
的
モ
デ
ル
を
基
礎
に
し
て
「
儒
学
哲
学
」
が
創
出
さ
れ
た
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た

問
題
、
さ
ら
に
は
矛
盾
に
つ
い
て
、
我
々
は
別
の
と
こ
ろ
で
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。「
現
代
新
儒
家
」
と
さ
れ
る
思
想
家
、
た

と
え
ば
主
に
大
学
機
構
で
活
躍
し
た
牟
宗
三
な
ど
の
特
筆
す
べ
き
哲
学
体
系
の
創
出
は
、
伝
統
的
な
教
え
の
知
的
処
理
を
も
た

ら
し
た
。
以
前
の
儒
学
的
「
教
育
機
関
」
（「
書
院
」）
が
、
意
識
と
同
様
に
身
体
に
も
焦
点
を
当
て
て
い
た
の
に
対
し
、「
現
代

新
儒
家
」
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
理
論
的
な
哲
学
に
対
抗
す
る
た
め
、
形
而
上
学
的
な
体
系
を
創
出
し
、
彼
ら
の
伝
統
に
お
け
る
身

体
的
、
象
徴
的
な
側
面
を
切
断
し
た
。
自
己
変
容
や
聖
賢
へ
の
憧
憬
は
、
新
し
い
哲
学
的
儒
学
で
も
中
心
的
な
ト
ピ
ッ
ク
で
は
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あ
る
が
、
こ
う
い
っ
た
理
想
は
、
彼
ら
が
認
識
す
る
手
段
か
ら
、
い
く
ら
か
切
り
離
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
現
代
的
大
学
機
構
を

背
景
と
す
る
、
洗
練
さ
れ
た
純
粋
な
哲
学
に
な
る
こ
と
で
、
新
儒
家
の
知
恵
に
関
す
る
教
え
は
少
な
く
と
も
部
分
的
に
は
、
そ

の
可
能
性
の
（
文
化
的
、
文
化
人
類
学
的
な
）
条
件
を
取
り
除
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
儒
学
を
学
術
的
な
も
の
へ
と
当
て

は
め
る
こ
と
は
、
馬
一
孚
や
梁
漱
溟
と
い
っ
た
学
者
に
よ
っ
て
抵
抗
を
受
け
た
。
彼
ら
は
自
ら
の
方
法
で
、
伝
統
的
教
育
機
関

の
理
想
に
信
頼
を
置
き
続
け
た
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
私
た
ち
は
真
の
「
反
哲
学
的
儒
学
」
の
出
現
を
想
起
し
た

）
25
（

。
二
一
世
紀

初
、
こ
の
展
開
は
新
た
な
関
心
の
焦
点
と
な
り
、
哲
学
界
の
主
流
に
お
い
て
す
ら
注
目
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。

　
様
々
な
民
間
活
動
を
観
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
予
期
せ
ぬ
新
事
態
が
、
通
常
の
学
術
的
枠
組
み
の
外
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と

が
明
ら
か
に
な
る
。
先
に
引
用
し
た
深
圳
の
レ
ス
ト
ラ
ン
オ
ー
ナ
ー
の
例
に
戻
り
、
い
く
つ
か
補
足
し
た
い
。
彼
女
の
布
教
活

動
は
、
儒
学
の
古
典
を
読
む
こ
と
や
、
台
湾
の
師
の
教
え
に
従
う
こ
と
だ
け
に
限
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
彼
女
の
書

棚
に
は
、
牟
宗
三
の
有
名
な
著
作
の
大
部
分
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
彼
女
が
哲
学
的
な
訓
練
を
受
け
た
こ
と
が
な
い

に
も
関
わ
ら
ず
、
努
力
し
て
読
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
女
と
こ
れ
ら
の
テ
キ
ス
ト
と
の
関
係
は
、
著
名
な
哲

学
者
に
つ
い
て
勉
強
す
る
学
生
の
そ
れ
で
は
な
い
。
彼
女
は
、「
牟
先
生
は
聖
人
で
あ
っ
て
、
学
者
で
は
な
い
。
彼
は
す
べ
て

の
人
間
の
た
め
の
道
（「
人
類
的
方
向
」）
を
指
し
示
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
」
と
言
う
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
Ｄ
夫
人
は
古

代
の
聖
人
や
宋
明
時
代
の
大
儒
た
ち
に
遡
る
、
一
流
の
系
統
に
間
接
的
に
与
し
て
い
る
と
意
識
し
な
が
ら
、『
心
体
与
性
体
』

と
い
っ
た
難
解
な
テ
キ
ス
ト
の
学
習
を
、
彼
女
の
個
人
的
な
自
己
変
容
と
変
節
の
実
践
に
融
合
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
過
去
に
牟

宗
三
に
つ
い
て
論
述
し
た
こ
と
の
あ
る
筆
者
た
ち
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
非
学
術
的
で
型
破
り
な
解
釈
に
出
会
っ
た
の
は
本

（
24
）Sébastien Billioud and Joël T

horaval, “Jiaohua: T
he C

onfucian Revival Today as an Educative Project”, Ibid., pp. 8–10

を
参
照
。

（
25
） Joël T

horaval, “C
onfucian experience and philosophical discourse: Reflections on som

e aporiae in contem
porary neo-C

onfucianism
,”C

hina Perspectives, 
no. 42, July–August, 2002, pp. 62–81

、
ま
た
は
、“Sur la transform

ation de la pensée néo-confucéene en discours philosophique m
oderne,” Extrêm

e-
O

rient, Extrêm
e O

ccident, 27 (2005), pp. 91–119

を
参
照
。
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当
に
奇
妙
な
経
験
で
あ
る
。
牟
宗
三
の
著
作
は
、
現
代
新
儒
学
の
最
も
厳
格
な
哲
学
的
形
態
を
代
表
す
る
と
同
時
に
、
ア
ン
グ

ロ
サ
ク
ソ
ン
系
の
伝
統
的
論
理
と
カ
ン
ト
の
哲
学
両
方
に
影
響
を
受
け
た
著
作
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
例
に
よ
っ
て
明

ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
い
か
な
る
哲
学
的
著
作
も
、
非
哲
学
的
な
方
法
で
読
む
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
抽
象
概

念
が
真
の
「
形
而
上
学
」
へ
と
漸
進
的
に
進
ん
だ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
牟
宗
三
の
仕
事
は
、
急
進
的
に
知
恵
を
求
め
る
者
に
も

十
分
霊
感
を
与
え
る
。
彼
の
、
心
と
意
識
の
学
問
（「
心
学
」）
も
同
様
で
あ
る
。
彼
の
仕
事
は
、
天
台
宗
の
概
念
に
よ
っ
て
強

化
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
、
学
術
界
の
基
準
を
拒
否
す
る
予
期
せ
ぬ
充
当
を
導
い
た
の
で
あ
る
。

　
次
に
紹
介
す
る
例
は
決
し
て
珍
し
く
は
な
い
が
、
一
般
の
人
々
の
中
で
儒
学
復
興
を
切
望
し
、
大
学
機
構
に
影
響
さ
れ
た

こ
と
は
あ
る
が
、
そ
の
枠
外
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
人
物
の
例
を
紹
介
す
る
。
江
蘇
省
の
住
人
で
あ
る
Ｍ
・
Ｌ
氏
は
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
と
三
度
の
会
合
で
知
り
合
っ
た
、
別
の
省
出
身
の
活
動
家
と
と
も
に
山
東
に
向
か
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
孔
子
の
誕
生

日
を
祝
う
儀
式
と
、
曲
阜
の
孔
子
廟
で
の
公
的
な
儀
式
に
対
抗
し
て
、
民
間
の
宗
教
的
実
践
を
示
す
こ
と
を
意
図
し
た
儀
礼
に

参
加
す
る
た
め
だ
っ
た
。 

こ
う
し
て
、
明
代
の
衣
服
に
身
を
包
ん
だ
彼
は
、
伝
統
的
儀
礼
実
践
の
復
活
を
望
む
人
々
と
と
も
に
、

鄒
城
に
近
い
、
孟
子
を
祀
る
亜
聖
廟
に
て
礼
拝
を
行
っ
た

）
26
（

。

　
Ｍ
・
Ｌ
氏
は
学
者
に
な
る
機
会
は
な
か
っ
た
が
、
有
名
な
上
海
の
知
識
人
で
、
牟
宗
三
の
門
弟
で
あ
る
羅
義
俊
の
指
導
の
お

か
げ
で
、
独
力
で
古
典
へ
の
理
解
を
深
め
た

）
27
（

。
彼
は
自
発
的
に
故
郷
に
帰
り
、
王
財
貴
の
提
唱
す
る
、
子
供
た
ち
に
朗
読
を
通

し
て
古
典
を
教
え
る
運
動
に
参
加
し
た
。
彼
は
ま
た
若
者
た
ち
に
も
、
牟
宗
三
の
哲
学
的
著
作
を
読
む
よ
う
す
す
め
た
。
彼
の

ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
テ
キ
ス
ト
の
学
習
と
個
人
的
実
践
の
間
の
緊
密
な
つ
な
が
り
を
強
調
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

牟
宗
三
を
読
む
と
き
は
、
読
書
と
努
力
（「
功
夫
」）
を
統
一
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
多
く
の
教
授
が
す
る
よ
う
に
、
偏
っ

た
方
法
で
読
ん
で
は
い
け
な
い
。
カ
ン
ト
を
読
む
と
き
の
よ
う
に
牟
宗
三
を
読
ん
で
は
い
け
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
牟
宗
三

は
カ
ン
ト
の
影
響
を
受
け
て
い
る
、
し
か
し
彼
自
身
の
思
想
は
、
宋
明
理
学
と
完
全
に
調
和
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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Ｍ
・
Ｌ
氏
は
、
台
湾
の
有
名
な
学
者
や
教
授
を
、「
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
系
の
思
想
が
中
国
の
教
育
シ
ス
テ
ム
に
与
え
た
影

響
の
せ
い
で
、
儒
学
を
深
く
理
解
で
き
て
い
な
い
人
物
」
と
し
て
、
た
め
ら
わ
ず
に
批
判
す
る

）
28
（

。
彼
は
自
己
教
化
、
大
衆
教
育
、

儀
礼
実
践
の
た
め
に
、
学
術
界
と
慎
重
に
距
離
を
置
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
例
を
ふ
ま
え
る
と
、
儒
学
を
任
意
に
利
用
す
る
新
し
い
社
会
空
間
に
お
い
て
、「
哲
学
」
と
い
っ
た
カ
テ
ゴ

リ
ー
が
、
い
か
に
不
確
か
で
流
動
的
な
性
質
を
持
っ
て
い
る
か
が
明
ら
か
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
規
定
す
る
範
囲

は
比
較
的
狭
い
も
の
だ
が
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
現
象
は
、
数
多
く
の
方
向
に
分
岐
し
な
が
ら
様
々
に
変
化
し
て

い
っ
た
。
つ
ま
り
、
二
〇
世
紀
に
哲
学
と
い
う
形
式
を
と
り
、
儒
学
を
「
現
代
化
」
す
る
特
有
の
手
段
を
確
保
し
た
が
、
今
日

で
は
別
の
方
法
を
考
え
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
く
な
り
、
古
代
の
「
哲
学
的
な
」
精
神
（
そ
し
て
そ
れ
に
伴
う
実
践
）
が
再
び
現

出
し
変
容
し
、
さ
ら
に
再
変
容
し
て
「
宗
教
的
な
」
精
神
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
特
定
の
都
市
環
境
で
現
出
し
て
い
る
新
し
い
「
儒
学
」
も
ま
た
、
西
洋
か
ら
採
用
し
た
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
対
し
て
、

別
の
や
り
方
で
挑
戦
し
て
い
る
。
も
し
「
哲
学
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
、
戦
間
期
に
儒
学
の
避
難
場
所
で
あ
っ
た
の
な
ら
ば
、

そ
の
後
、
儒
学
は
様
々
な
方
向
性
で
再
充
当
さ
れ
、
特
に
目
立
つ
の
は
、
宗
教
と
し
て
の
再
充
当
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
し
か

し
、
特
に
最
近
に
な
っ
て
、「
科
学
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
も
、
予
期
せ
ぬ
変
質
を
同
じ
よ
う
に
経
験
し
た
の
で
あ
る
。

　
以
下
に
あ
げ
る
具
体
例
は
、
儒
学
を
、
科
学
的
あ
る
い
は
超
科
学
的
な
世
界
観
に
お
い
て
確
立
す
る
試
み
で
あ
る
。
こ
の
進

展
は
、
多
く
の
点
で
、
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
パ
ー
マ
ー
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
「
気
功
熱
」
に
ま
で
盛
り
上
が
る
背
景
の
中
に
位
置
づ

（
26
）
近
々
公
開
す
る
論
評
で
、
今
日
の
儀
礼
と
儀
式
に
関
す
る
問
題
を
検
証
す
る
予
定
で
あ
る
。

（
27
）
こ
の
関
係
は
や
や
複
雑
で
あ
る
。
羅
義
俊
は
牟
宗
三
が
亡
く
な
る
直
前
に
よ
う
や
く
香
港
に
到
り
、「
門
弟
と
し
て
認
め
ら
れ
た
」（
一
九
九
七
年
の

個
人
的
な
対
話
に
拠
る
）
と
い
う
。
羅
義
俊
に
つ
い
て
は
、John M

akeham
, Lost Soul: “C

onfucianism
” in C

ontem
porary C

hinese Academ
ic D

iscourse, 
C

am
bridge, H

arvard U
niversity Press, 2008, pp. 252–254

を
参
照
。

（
28
）
曲
阜
で
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
。
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け
ら
れ
る

）
29
（

。
こ
の
背
景
に
は
三
つ
の
要
因
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、「
毛
沢
東
思
想
」
が
普
及
し
て
い
た
時
、「
科
学
」
と
い
う
概

念
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
公
的
に
支
配
さ
れ
、
重
視
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
秩
序
の
な
い
状
態
の
も

と
、
中
国
の
伝
統
に
根
ざ
し
た
知
識
、
信
条
、
そ
し
て
実
践
を
再
発
見
し
た
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
も
う
ひ
と
つ
は
、
現
代
の

グ
ロ
ー
バ
ル
化
及
び
西
洋
と
の
対
立
、
そ
れ
は
実
際
よ
り
も
一
層
想
像
的
な
存
在
だ
が
、
こ
れ
ら
に
起
因
す
る
文
化
的
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
の
勃
興
で
あ
る
。
先
に
引
用
し
た
例
が
、
自
己
実
現
と
世
界
救
済
へ
の
欲
望
の
一
部
と
し
て
哲
学
的
テ
キ
ス
ト
を
充

当
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
以
下
に
紹
介
す
る
例
は
、
最
も
現
代
的
な
自
然
科
学
の
考
察
を
通
し
て
、
古
代
の
聖
賢
の
知
恵
を

復
活
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
儒
学
の
最
も
「
宗
教
的
な
」
使
命
は
、
世
俗
的
な
方
法
を
超
え
て
識
別
さ

れ
る
も
の
で
は
な
く
、
最
も
基
本
的
な
科
学
的
探
究
の
中
心
で
識
別
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
労
働
者
の
家
庭
に
生
ま
れ
た
三
七
歳
の
Ｍ
・
Ｗ
氏
は
北
京
大
学
で
物
理
を
学
ん
だ
が
、
公
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
未
解
決
の

ま
ま
に
し
て
い
る
問
題
に
つ
い
て
考
え
続
け
て
い
た
。
そ
れ
は
、
偉
大
な
物
理
学
者
に
と
っ
て
神
へ
の
信
仰
を
持
つ
と
い
う
こ

と
は
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
な
の
か
、
そ
し
て
、
実
在
す
る
科
学
的
形
態
が
説
明
不
可
能
の
よ
う
に
見
え
る
と
い
う
事
実
の
要

因
は
何
な
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
卒
業
後
に
彼
を
ア
メ
リ
カ
へ
と
向
か
わ
せ
る
要
因
と
な
っ
た
が
、

短
い
滞
在
は
彼
を
満
足
さ
せ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
中
国
に
戻
り
、
森
林
管
理
を
専
門
と
す
る
教
授
に
出
会
う
が
、
そ

の
教
授
は
空
い
た
時
間
で
、
儒
学
書
の
注
釈
に
関
す
る
仕
事
を
し
て
い
た
。
Ｗ
氏
は
そ
こ
で
中
国
古
典
に
出
会
い
、
つ
い
に
答

え
を
見
つ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
確
信
し
た
。
問
題
の
難
点
は
、
科
学
で
も
中
国
文
化
で
も
な
く
、
そ
れ
ら
の
大
学
に
お

け
る
普
遍
的
な
解
釈
法
だ
っ
た
。
彼
は
、
共
通
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
見
つ
け
る
た
め
に
、
最
新
の
自
然
科
学
の
成
果
に

よ
っ
て
、
儒
学
の
基
礎
を
再
考
す
る
こ
と
を
必
要
と
し
た
。

　
結
果
と
し
て
、
Ｗ
氏
が
創
造
し
よ
う
と
し
た
教
育
機
関
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
現
在
で
は
、
そ
の
教
育
機
関
は
俊
德
書
院
と
い
う
名
の
も

と
で
、ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
に
存
在
す
る
だ
け
で
あ
る
）
は
以
下
の
よ
う
な
言
葉
で
い
く
つ
か
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
で
宣
伝
さ
れ
た
。「
二
〇

世
紀
後
半
か
ら
、
人
類
は
、
西
洋
の
知
識
の
限
界
と
欠
陥
が
露
わ
に
な
っ
た
深
刻
な
新
し
い
問
題
に
直
面
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
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の
欠
陥
は
、
中
国
文
化
の
主
柱
た
る
儒
学
と
い
う
豊
か
な
資
源
に
よ
っ
て
矯
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
し
か
し
こ
の
た
め
に

は
、
Ｗ
氏
に
よ
れ
ば
、
儒
学
の
中
に
あ
る
三
つ
の
主
方
針
を
は
っ
き
り
と
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
儒
学
の
古
典

『
大
学
』
で
表
明
さ
れ
て
い
る
、
有
名
な
「
八
つ
の
命
題
」
（「
八
目
」）
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。「
八
目
」
は
知

恵
に
向
か
う
漸
進
的
な
段
階
、
す
な
わ
ち
、
自
己
修
養
か
ら
家
族
生
活
を
秩
序
づ
け
る
こ
と
、
世
界
に
平
和
を
樹
立
す
る
こ

と
を
列
挙
す
る
も
の
で
あ
る

）
30
（

。
基
本
的
に
、
こ
れ
ら
の
命
題
は
そ
れ
ぞ
れ
、
知
識
の
増
加
を
願
っ
て
物
を
重
視
す
る
「
現
実
主

義
的
」
儒
学
（「
物
性
儒
学
」）
と
、
倫
理
と
宗
教
的
発
展
と
同
様
に
、
心
と
意
識
を
重
視
す
る
「
道
徳
的
」
儒
学
（「
心
性
儒
学
」）
、

そ
し
て
集
団
と
調
和
的
世
界
の
創
造
を
重
視
す
る
「
共
同
体
主
義
的
」
儒
学
（「
群
性
儒
学
」）
と
い
う
、
三
つ
の
方
向
性
を
浮
き

彫
り
に
し
て
い
る
。「
現
実
主
義
的
」
儒
学
の
態
度
は
、
そ
の
「
科
学
的
な
」
刺
激
も
考
慮
に
入
れ
る
の
な
ら
ば
、
儒
学
の
再

構
築
の
た
め
に
基
礎
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
彼
ら
の
追
究
す
る
「
物
」
が
、
単
な
る
物
質
的
な
存
在
で
は
な
く
、

人
間
と
関
連
を
持
つ
も
の
だ
と
し
て
も
。
例
え
ば
、『
大
学
』
に
お
け
る
「
格
物
」
は
現
象
の
経
験
的
な
研
究
を
表
し
、「
致

知
」
は
科
学
的
存
在
論
的
統
合
を
達
成
す
る
こ
と
へ
の
関
心
を
反
映
し
て
お
り
、
ま
た
「
誠
意
」
は
厳
格
で
批
評
的
な
思
考
に

ひ
た
む
き
な
科
学
者
の
意
識
状
態
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
る

）
31
（

。
儒
学
古
典
の
中
で
必
要
と
さ
れ
る
自
己
変
容
へ
の
努
力
が
、
全

（
29
）
伝
統
的
な
身
体
的
技
術
に
基
づ
く
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
共
産
主
義
中
国
で
気
功
（
呼
吸
の
効
き
目
と
い
う
意
味
で
あ
る
）
と
い
う
言
葉
の
も
と
に
発

達
し
た
活
動
は
、
政
治
的
脅
威
に
な
る
以
前
は
治
療
的
か
つ
宗
教
的
側
面
を
有
し
て
い
た
。
ま
た
、
中
国
政
府
が
一
九
九
五
年
以
降
そ
の
計
画
を
禁
止
す

る
以
前
に
お
い
て
、
有
名
な
原
子
論
者
で
あ
る
銭
学
森
の
よ
う
な
科
学
者
が
、
気
功
の
中
に
中
国
の
現
代
科
学
に
対
す
る
重
要
な
貢
献
を
代
表
す
る
よ
う

な
科
学
的
革
命
を
見
出
し
て
以
来
、
そ
れ
は
科
学
的
な
側
面
を
も
有
し
て
い
る
。D

avid Palm
er, Q

igong Fever, Body, Science and U
topia in C

hina, N
ew

 
York, C

olum
bia U

niversity Press, 2007, pp. 102–135

を
参
照
。

（
30
）『
大
学
』
は
「
物
を
追
求
し
て
の
ち
に
知
が
極
限
に
至
り
、
知
が
極
限
に
至
っ
た
の
ち
に
意
志
は
誠
意
あ
る
も
の
と
な
り
、
意
志
が
誠
意
あ
る
も
の
と

な
っ
た
の
ち
に
心
が
正
し
く
な
り
、
心
が
正
し
く
な
っ
た
の
ち
に
身
が
修
ま
り
、
身
が
修
ま
っ
た
の
ち
に
そ
の
家
族
に
は
秩
序
が
も
た
ら
さ
れ
、
家
族
に

秩
序
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
ち
に
国
家
が
正
し
く
治
ま
り
、
国
家
が
正
し
く
治
ま
っ
た
の
ち
に
天
下
は
平
和
と
な
る
（
物
格
而
后
知
至
、
知
至
而
后
意
誠
、

意
誠
而
后
心
正
、
心
正
而
后
身
脩
、
身
脩
而
后
家
齊
、
家
齊
而
后
國
治
、
國
治
而
后
天
下
平
）」
と
す
る
。「
大
学
」、『
朱
子
全
書
』、
上
海
、
上
海
古
籍
出

版
社
、
二
〇
〇
二
、
第
六
巻
、
一
七
頁
。

（
31
）
天
涯
社
区
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（http://w

w
w.tianya.cn/publicforum

/C
ontent/no100/1/20099.shtm

l.
）
を
参
照
。
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く
現
実
主
義
的
で
科
学
的
な
要
素
に
縮
小
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
れ
は
き
わ
め
て
変
わ
っ
た
科
学
で
あ
る
。

Ｗ
氏
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
物
性
儒
学
は
、
イ
リ
ヤ
・
プ
リ
ゴ
ジ
ン
の
新
し
い
自
然
科
学
と
同
じ
精
神
に
基
づ
く
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
す
で
に
複
雑
な
科
学
で
あ
る
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
通
常
の
科
学
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
中
国
医
学
の

精
神
す
な
わ
ち
陰
陽
五
行
へ
の
信
頼
の
中
に
す
で
に
現
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
儒
学
の
こ
う
し
た
形
態
は
、
す
で
に
ポ

ス
ト
・
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
そ
れ
で
あ
り
、
同
じ
意
味
で
プ
リ
ゴ
ジ
ン
の
仕
事
な
の
で
あ
る

）
32
（

。

人
と
自
然
の
相
互
作
用
、
全
体
論
、
そ
し
て
複
雑
性
の
重
視
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
儒
学
は
、
人
間
性
の
強
い
需
要
に
対
し
て
、

応
答
可
能
な
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

儒
学
は
生
産
を
減
ら
す
こ
と
な
く
、
環
境
を
重
視
で
き
る
。
そ
し
て
、
環
境
を
破
壊
し
な
い
発
展
を
尊
重
す
る
建
築
や
都

市
計
画
を
奨
励
し
て
い
る
の
だ

）
33
（

。

　
こ
う
い
っ
た
思
想
へ
の
興
味
か
ら
、
二
〇
〇
六
年
に
、
自
然
科
学
、
経
済
、
法
律
な
ど
の
専
門
家
の
小
さ
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

が
生
ま
れ
た
。
し
か
し
、
明
確
に
哲
学
的
訓
練
を
受
け
た
こ
と
の
あ
る
人
々
は
概
し
て
疑
い
の
目
で
見
ら
れ
、
彼
ら
の
専
門
は

役
に
立
た
な
い
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
使
命
は
、
際
立
っ
て
実
践
的
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
目

標
は
、
現
実
的
社
会
責
任
と
い
う
立
場
に
お
い
て
、
専
門
家
と
い
う
も
の
を
究
極
的
に
理
解
す
る
た
め
の
ヒ
ン
ト
を
与
え
る
こ

と
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
観
点
を
育
て
た
の
は
、
疑
似
「
至
福
千
年
派
」
的
精
神
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
精
神
は
、
哲

学
的
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
鼓
舞
さ
れ
た
知
恵
に
依
拠
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
未
来
の
需
要
を
満
足
さ
せ
う
る
、
あ
る
種

超
科
学
的
な
も
の
に
変
容
し
た
儒
学
に
依
拠
し
て
い
る
。「
物
性
儒
学
に
自
ら
を
据
え
置
き
、
現
代
の
言
語
と
術
語
を
利
用
し
、
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自
ら
を
完
全
に
認
識
構
造
の
中
に
確
立
す
る
こ
と
で
、
俊
徳
書
院
は
、
古
代
の
聖
人
た
ち
の
無
限
の
知
恵
、
そ
れ
は
未
来
の
世

代
の
た
め
の
包
括
的
な
平
和
を
確
立
す
る
助
け
と
な
る
も
の
だ
が
、
彼
ら
の
知
恵
の
威
信
を
再
建
す
る
た
め
に
、
組
織
化
と
管

理
能
力
に
万
能
な
人
間
を
訓
練
す
る
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
東
西
文
明
の
相
互
浸
透
の
先
が
け
と
な
る

）
34
（

。」

　
こ
の
よ
う
な
企
て
の
正
統
性
は
、
か
な
り
明
白
に
、
二
つ
の
根
源
か
ら
引
き
出
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｍ
・
Ｗ
氏
は
自

ら
育
て
上
げ
た
儒
学
の
根
源
を
、
科
学
的
合
理
性
に
置
こ
う
と
す
る
と
同
時
に
、
師
に
対
す
る
極
端
な
忠
誠
に
置
こ
う
と
す
る

の
で
あ
る
。
そ
の
師
と
は
、「
人
よ
り
進
ん
だ
理
解
を
持
ち
」、「
影
響
力
の
あ
る
グ
ル
ー
プ
と
交
際
し
」、
そ
し
て
「
そ
の
複
雑

な
思
想
は
学
ば
れ
普
及
さ
れ
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
存
在
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
例
を
検
証
す
る
こ
と
で
、
今
日
残
存

す
る
「
儒
学
」
の
中
で
稼
働
す
る
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
、
い
か
に
流
動
的
で
あ
る
か
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
の
流
動

性
は
、
様
々
な
方
向
で
の
民
間
活
動
に
多
く
ヒ
ン
ト
を
与
え
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

現
代
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
流
動
性
か
ら
解
体
へ

︱
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
展
望
　

　
あ
る
程
度
、「
儒
学
復
興
」
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
要
素
は
、
想
像
の
領
域
に
投
影
さ
れ
て
お
り
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
制
度
と
が
現

在
進
行
形
で
疑
問
視
さ
れ
た
自
然
な
結
果
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
道
家
思
想
に
つ
い
て
の
比
較
研
究
を

行
っ
た
、
著
名
な
大
学
教
授
で
あ
り
哲
学
者
で
あ
る
張
祥
龍
の
仕
事
に
明
ら
か
で
あ
る
。
彼
が
儒
学
刷
新
を
唱
道
す
る
目
的
は
、

最
初
は
大
学
改
革
の
必
要
性
か
ら
で
あ
っ
た
が
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
そ
れ
は
や
が
て
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
探
究
へ
と
発
展
し
、
も

は
や
学
術
的
世
界
と
は
全
く
関
係
の
な
い
も
の
と
な
っ
た
。

　
張
祥
龍
が
最
初
に
参
加
し
た
の
は
、
大
学
に
お
け
る
哲
学
学
科
な
ど
、
現
代
的
制
度
に
内
在
す
る
限
界
を
明
ら
か
に
し
よ
う

（
32
）
深
圳
で
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
二
〇
〇
六
年
一
二
月
。

（
33
）
同
じ
く
、
深
圳
で
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
二
〇
〇
六
年
一
二
月
。

（
34
）
天
涯
社
区
か
ら
の
引
用
。
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と
す
る
批
評
家
た
ち
の
集
ま
り
で
あ
っ
た
。
簡
単
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
う
「
哲
学
」
と
い
う
新
語
の
性
質
を
意
識
し
な
が
ら
、

伝
統
的
中
国
思
想
の
真
髄
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
る
と
き
、
張
祥
龍
は
「
道
術
学
」、
あ
る
い
は
「
道
の
術
の
教
え
」
と

呼
ば
れ
る
、
新
し
い
概
念
を
提
示
し
た
。
そ
れ
は
、
古
代
の
六
術
の
精
神
を
基
礎
と
す
る
、
相
補
的
な
修
養
法
を
導
入
す
る
た

め
の
、
ア
ン
ブ
レ
ラ
・
タ
ー
ム
で
あ
る
。
同
時
に
、
問
題
と
な
る
考
え
方
が
、
大
学
教
育
と
し
て
の
歴
史
的
文
化
人
類
学
的
な

特
徴
に
対
す
る
体
系
的
な
評
価
（
こ
の
評
価
は
、
す
で
に
内
包
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
が
）
か
ら
い
っ
た
ん
脱
線
し
て
し
ま
う
と
、
張
祥

龍
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
た
議
論
は
、
そ
の
よ
う
に
疑
問
を
持
つ
こ
と
自
体
が
果
た
し
て
合
法
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
と
、
彼
が

提
案
し
た
解
決
法
の
ア
ポ
リ
ア
を
明
る
み
に
出
し
た

）
35
（

。

　
張
祥
龍
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
計
画
は
、
か
な
り
の
程
度
、
現
代
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
現
代
的
制
度
へ
の
最
初
の
不
満
か
ら
論
理
的

に
導
か
れ
た
結
果
で
あ
る
。
も
し
、
大
学
の
学
科
や
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
あ
る
い
は
制
度
的
宗
教
と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と

に
対
し
て
抵
抗
す
る
こ
と
が
、
儒
学
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
で
あ
る
の
な
ら
、
ま
た
儒
学
の
特
質
が
、
日
々
の
生
活
の
中
や
過

去
か
ら
受
け
継
い
だ
芸
術
と
儀
礼
が
調
和
す
る
有
機
的
空
間
の
中
に
お
い
て
の
み
栄
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
ら
、
現
代
世

界
に
お
け
る
そ
の
よ
う
な
空
間
を
再
設
立
す
る
可
能
性
を
想
像
す
る
こ
と
は
魅
力
的
で
は
な
か
ろ
う
か
？
　
最
初
は
驚
い
た
が
、

仮
想
上
の
政
府
の
サ
ポ
ー
ト
の
も
と
、
特
別
な
「
儒
家
文
化
保
護
区
」
を
創
る
こ
と
は
、
こ
の
計
画
の
最
初
の
一
歩
に
過
ぎ
な

い
。
そ
れ
は
も
と
も
と
は
「
自
然
保
護
区
」
を
モ
デ
ル
に
し
て
考
え
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
の
ア
ー
ミ
ッ
シ
ュ

の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
関
す
る
報
告
に
も
影
響
を
受
け
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
の
例
は
、
現
代
社
会
に
お
い
て
産
業
化
以
前
の
生
活

様
式
を
ど
う
実
現
す
る
か
に
関
し
て
、
多
く
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
ま
さ
し
く
「
特
別
保
留
地
」
た
る
儒
家
文
化
保
護
区

は
、
自
治
と
漸
進
的
な
「
儒
学
的
生
活
方
式
」
の
再
建
に
向
け
て
進
化
す
る
た
め
に
、
十
分
な
人
員
を
集
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

そ
の
生
活
方
式
は
、
例
え
ば
血
縁
と
一
族
が
基
礎
的
な
役
割
を
持
つ
こ
と
、
現
代
技
術
の
拒
否
、
儀
礼
と
伝
統
的
教
義
の
促
進
、

学
者
や
賢
人
と
い
っ
た
エ
リ
ー
ト
た
ち
の
監
視
の
も
と
で
の
自
治
な
ど
で
あ
る

）
36
（

。
他
の
知
識
人
か
ら
の
嘲
り
と
激
し
い
批
判
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
計
画
は
、
真
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
家
に
特
徴
的
な
、
空
想
的
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
正
確
な
論
理
を
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あ
わ
せ
も
つ
発
起
人
に
よ
っ
て
、
保
護
さ
れ
続
け
た
。
我
々
の
立
場
か
ら
考
え
て
重
要
な
点
は
、
張
祥
龍
の
計
画
が
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
の
媒
介
に
し
か
な
り
得
な
い
「
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
形
式
の
儒
学
」
に
つ
い
て
も
、
ま
っ
た
く
民
間
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
に
拠
る

「
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
形
式
の
儒
学
」
に
つ
い
て
も
、
拒
絶
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、

共
同
体
の
真
の
結
束
と
い
う
基
礎
を
再
建
し
な
い
限
り
、
せ
い
ぜ
い
あ
る
種
の
断
片
的
伝
統
の
地
位
を
回
復
で
き
る
だ
け
で
あ

る
）
37
（

。
　
こ
の
よ
う
に
、
二
〇
世
紀
に
も
た
ら
さ
れ
た
分
類
化
と
制
度
化
の
拒
否
は
、
こ
う
い
っ
た
具
体
的
な
ケ
ー
ス
で
口
火
を
切
り
、

急
進
的
な
結
論
に
向
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
儒
学
の
名
の
も
と
に
既
存
の
社
会
を
批
評
す
る
こ
と
か
ら
、
既
存
の
社
会
の
余
白

で
、
想
像
的
儒
学
社
会
を
創
造
す
る
こ
と
へ
と
転
換
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
想
像
的
儒
学
社
会
と
は
、
未
来
の
す
べ
て
の
人
類

の
た
め
に
、
千
年
に
わ
た
る
幸
福
を
与
え
る
た
め
の
資
源
と
な
る
べ
く
努
力
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

（
3
）
国
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
宗
教
？

　
儒
学
の
宗
教
的
要
素
は
、
今
日
、
儒
学
的
伝
統
の
一
部
と
な
る
こ
と
を
求
め
る
、
驚
く
ほ
ど
多
様
な
「
民
間
の
」
活
動
を
特

徴
づ
け
る
一
つ
の
特
性
と
な
っ
て
い
る
。
従
来
の
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
対
す
る
理
論
的
ま
た
は
実
践
的
な
疑
問
視
が
、

そ
う
い
っ
た
宗
教
的
要
素
の
肯
定
を
導
く
も
の
だ
と
し
た
ら
、
そ
う
い
っ
た
要
素
は
、
国
家
の
側
か
ら
の
公
的
な
認
可
な
し
に

公
的
な
空
間
に
お
い
て
真
に
発
展
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
う
し
て
、
今
世
紀
の
は
じ
め
に
、
民
国
初
期
に
行
わ
れ
た
議
論

（
35
）
張
祥
龍
「
哲
学
的
后
果
与
分
寸

―
杜
瑞
楽
（Joël T

horaval

）『
儒
家
経
験
与
哲
学
話
語
』
一
文
読
後
感
」、『
中
国
学
術
』、
一
五
、二
〇
〇
三
、二
四
二

―
二
五
九
頁
。
そ
し
てJoël T

horaval

の
応
答
「
中
国
現
代
哲
学
体
制
的
「
葯
術
」
作
用

―
回
応
張
祥
龍
的
几
点
意
見
」、『
中
国
学
術
』、

一
六
、二
〇
〇
四
、二
五
五
―
二
六
六
頁
を
参
照
。

（
36
）
張
祥
龍
「
建
立
『
儒
教
文
化
保
護
区
』
意
義
者
什
麼
？
」、
干
春
松
編
『
儒
家
、
儒
教
与
中
国
制
度
資
源
』、
前
掲
、
一
六
二
―
一
六
九
頁
。

（
37
）
北
京
で
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
二
〇
〇
六
年
六
月
。
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が
復
活
し
た
の
で
あ
る
。
古
代
の
儒
学
の
教
え
が
解
体
さ
れ
、
儒
学
が
中
国
の
文
化
空
間
を
、
総
合
し
統
率
し
て
掌
握
す
る
状

況
が
終
わ
る
こ
と
で
世
俗
化
さ
れ
た
国
家
に
お
い
て
、
宗
教
と
政
治
は
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
が
徹
底
的
に

探
究
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
ど
の
よ
う
な
状
態
が
、
ポ
ス
ト
毛
沢
東
時
代
の
儒
学
的
宗
教
に
調
和
す
る
だ
ろ
う
か

）
38
（

？
　
以
下
に
、
我
々
は
、
大
陸
で

二
〇
〇
〇
年
か
ら
議
論
さ
れ
て
い
る
三
つ
の
可
能
性
に
つ
い
て
検
証
し
た
い
。
ひ
と
つ
は
、
基
本
的
に
は
、
儒
学
は
国
家
に

よ
っ
て
公
的
に
認
可
さ
れ
て
い
る
他
の
す
べ
て
の
宗
教
の
よ
う
に
制
度
化
さ
れ
う
る
と
い
う
観
点
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、

紛
れ
も
な
い
「
国
家
の
教
え
」
あ
る
い
は
「
国
教
」
へ
と
徐
々
に
変
容
す
る
こ
と
で
、
も
っ
と
支
配
的
な
地
位
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
観
点
で
あ
る
。
そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
は
、
最
初
の
二
つ
の
選
択
肢
の
中
間
で
、
特
に
ア
メ
リ
カ
の
例
を
モ
デ

ル
に
し
た
、
現
代
的
な
「
公
民
宗
教
」
と
し
て
の
役
割
を
担
い
う
る
と
い
う
観
点
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
三
つ
の
選
択
肢
の
う
ち
、
最
初
の
ひ
と
つ
は
す
で
に
現
実
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
ポ
ス
ト
毛
沢
東

時
代
の
余
白
に
浮
か
び
上
が
っ
た
も
の
で
あ
る
。
残
り
の
二
つ
は
ま
だ
切
望
さ
れ
る
段
階
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
重
要
性
は
、

や
や
復
活
し
つ
つ
あ
る
中
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
背
景
を
考
え
る
と
、
過
小
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
我
々
が
唯
一
、

こ
こ
で
試
み
る
こ
と
の
で
き
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
選
択
肢
に
ふ
さ
わ
し
い
理
論
を
う
ち
た
て
る
こ
と
で
あ
り
、
同
時
に
我
々

が
常
に
意
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
れ
ら
の
選
択
肢
が
、
多
元
的
で
民
主
的
な
政
治
空
間
と
の
両
立
と
い
う
問
題
に

関
し
て
、
必
然
的
に
疑
問
を
投
げ
か
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

同
等
の
も
の
の
う
ち
の
一
つ

︱
「
六
番
目
の
宗
教
」
の
出
現
？

　
儒
学
が
、
新
し
い
公
的
な
宗
教
と
し
て
国
家
に
認
可
さ
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
や
仏
教
と
い
っ
た
、
他
の
宗
教
的
集
団
と
同
じ
よ

う
な
地
位
と
し
て
利
益
を
受
け
る
と
い
う
考
え
を
提
唱
す
る
人
々
は
、
常
に
近
隣
の
別
の
場
所
で
の
前
例
、
特
に
東
南
ア
ジ
ア

と
香
港
の
例
を
目
標
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
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イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
、
百
年
も
の
間
、
華
人
が
儒
学
の
宗
教
的
組
織
を
支
え
て
き
た
。
独
立
後
、
華
人
社
会
と
新
し
い
国
家

主
義
的
政
府
の
関
係
は
不
安
定
に
な
り
、
宗
教
に
対
し
寛
容
な
状
態
か
ら
迫
害
へ
と
移
行
し
た
。
唯
一
神
の
強
調
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
建
国
五
原
則
で
あ
る
パ
ン
チ
ャ
シ
ラ
の
公
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
簡
潔
に
儒
学
を
六
番
目
の
公
的

な
宗
教
と
し
て
認
め
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
そ
れ
は
ス
ハ
ル
ト
大
統
領
に
よ
る
、
宗
教
的
表
現
の
自
由
を
、
隠
ぺ
い
あ
る
い

は
転
向
さ
せ
る
に
至
る
ま
で
に
制
限
す
る
弾
圧
的
な
政
策
に
先
行
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
九
九
九
年
の

ワ
ヒ
ド
大
統
領
の
選
挙
以
来
、
Ｍ
Ａ
Ｔ
Ａ
Ｋ
Ｉ
Ｎ
と
い
う
管
理
組
織
の
も
と
で
、
儒
学
的
宗
教
は
再
建
さ
れ
増
強
さ
れ
て
き
た
。

そ
れ
は
百
か
所
ほ
ど
の
教
会
と
、
独
自
の
聖
職
者
、
儀
礼
、
公
的
な
儀
式
を
持
っ
て
い
る

）
39
（

。

　
植
民
地
と
い
う
背
景
も
ま
た
、
香
港
に
お
い
て
公
的
な
儒
学
的
宗
教
の
設
立
を
導
い
た
。
イ
ギ
リ
ス
側
か
ら
認
可
さ
れ
る
こ

と
で
儒
学
が
経
験
し
た
大
展
開
は
、
最
終
的
に
は
、
高
度
に
組
織
化
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
の
教
会
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
け
れ

ど
も
。
大
陸
の
外
か
ら
或
い
は
近
隣
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
、
こ
の
よ
う
な
宗
教
的
儒
学
の
性
質
は
、
植
民
地
の
影
響
の
た
め
に
、

ま
た
、
そ
の
地
域
に
支
配
的
な
宗
教
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
場
合
は
イ
ス
ラ
ム
教
、
香
港
の
場
合
は
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
で
あ
る

が
、
こ
れ
ら
に
順
応
す
る
た
め
に
、
予
想
通
り
奇
抜
な
も
の
と
な
る

）
40
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
い
っ
た
宗
教
の
教
義
自
体
が
、

今
日
の
大
陸
の
知
識
人
た
ち
に
と
っ
て
重
要
な
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
国
家
権
力
か
ら
認
可
さ
れ
た
制
度
的
儒
学
的
宗
教
と
い

う
存
在
こ
そ
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

（
38
）
今
世
紀
初
か
ら
始
ま
る
、
儒
学
の
宗
教
的
性
質
に
関
す
る
理
論
的
な
議
論
に
つ
い
て
は
、John M

akeham

，Lost Soul, Ibid., pp. 277–309

の
第
一
三

章
が
詳
細
に
記
し
て
い
る
。

（
39
）
儒
学
的
宗
教
組
織
（K

hong K
auw

 H
w

ee

、
孔
教
会
）
は
一
九
一
八
年
に
創
立
さ
れ
た
。
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
お
か
げ
で
、
も
し
く
は
国
家
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
に
も
か
か
わ
ら
ず
（
一
九
四
五
年
憲
法
の
第
二
九
条
に
お
い
て
、こ
の
国
の
宗
教
は
唯
一
の
神
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。）、

一
九
六
五
年
に
儒
学
的
宗
教
は
認
可
さ
れ
た
。Yingzhong Yao, “W

ho is a C
onfucian Today? A C

ritical Reflection on the Issues C
oncerning C

onfucian 
Identities in M

odern Tim
es,” Journal of C

ontem
porary Religion, vol. 16, no. 3, 2001. pp. 322–324

、
そ
し
て H

eriyanto Yang, “T
he H

istory and Legal 
Position of C

onfucianism
 in Post- Independence Indonesia,” M

arburg Journal of Religion (

電
子
版
の
み), vol. 10, no. 1, August 2005 

を
参
照
。

（
40
）
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
発
展
し
た
、
孔
子
信
仰
を
中
心
と
す
る
宗
教
的
儒
学
は
、
新
し
い
宗
教
と
し
て
考
え
ら
れ
う
る
。
そ
こ
で
は
、
天
が
支
配
者
で
あ



108

　
香
港
は
こ
の
点
に
お
い
て
、
三
つ
の
理
由
か
ら
特
に
重
要
で
あ
る
。
ま
ず
、
特
別
行
政
区
に
お
け
る
制
度
的
儒
学
は
、
新
し

い
状
況
下
に
お
い
て
、
民
国
期
か
ら
始
ま
る
進
化
の
継
続
を
物
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、「
教
会
儒
学
」
を
創
造
す

る
試
み
と
見
な
さ
れ
う
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
も
し
儒
学
が
六
つ
の
公
的
な
宗
教
の
ひ
と
つ
で
あ
る
の
な
ら
、
そ
れ
は
陳
煥

章
が
一
九
三
〇
年
に
香
港
に
上
陸
し
た
後
に
設
立
し
た
孔
教
学
院
の
お
か
げ
で
あ
る
。
そ
の
歴
史
は
、
先
述
し
た
一
九
一
〇
年

か
ら
一
九
三
〇
年
に
わ
た
る
孔
教
会
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。

　
さ
ら
に
、
香
港
に
お
け
る
こ
の
教
育
機
関
の
活
動
は
、
儒
学
が
他
の
宗
教
と
同
じ
よ
う
に
、
組
織
化
さ
れ
た
宗
教
と
し
て
の

虚
飾
を
ま
と
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
、
生
き
た
証
で
も
あ
る
。
実
際
、
そ
れ
は
儀
礼
的
式
典
や
慈
善
事
業
に
従
事
す
る
だ
け

で
は
な
く
、
い
く
つ
か
の
学
校
を
通
し
て
子
供
の
教
育
に
携
わ
っ
た
り
、
政
治
に
も
参
加
す
る
。
他
の
宗
教
と
と
も
に
、
そ
の

代
表
者
は
香
港
政
府
行
政
部
の
選
挙
人
団
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
。

香港の儒学学校　©Sébastien Billioud

湯恩佳、孔教学院の指導者　©Sébastien Billioud
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そ
の
代
表
者
で
あ
る
湯
恩
佳
は

）
41
（

、
香
港
の
裕
福
な
実
力
者
で
、
み
ず
か
ら
を
儒
商
と
み
な
し
て
い
る
人
物
だ
が
、
彼
の
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ
プ
の
も
と
に
、
そ
の
教
育
機
関
は
新
し
い
展
望
を
切
り
開
い
た
。
特
に
、
孔
子
の
誕
生
日
と
い
う
機
会
に
、
も
は
や

大
規
模
な
集
会
を
組
織
す
る
こ
と
を
た
め
ら
う
こ
と
は
な
い
。
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
、
香
港
ス
タ
ジ
ア
ム
は
他
の
宗
教
の
代
表

者
も
参
加
す
る
大
式
典
の
場
と
な
っ
た
。
こ
の
イ
ベ
ン
ト
は
か
な
り
魅
力
的
な
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
本
稿
の
筆
者
の
う
ち

の
ひ
と
り
は
、
山
東
で
行
わ
れ
た
非
公
式
な
孔
子
誕
生
式
典
の
時
に
会
っ
た
、
大
陸
の
活
動
家
に
再
会
し
た
の
で
あ
る

）
42
（

。

　
こ
の
教
育
機
関
は
、
そ
れ
が
大
陸
に
及
ぼ
し
た
影
響
を
考
え
る
時
、
我
々
の
研
究
に
と
っ
て
さ
ら
に
大
き
な
役
割
を
担
っ
て

い
る
。
そ
の
活
動
は
多
様
で
あ
る
。
孔
子
廟
の
修
復
、
古
代
の
聖
賢
の
記
念
碑
を
建
立
す
る
こ
と
、「
儒
学
的
」
病
院
の
建
設
、

そ
し
て
様
々
な
学
術
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
支
援
な
ど
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
具
体
的
な
行
動
は
、
四
つ
の
目
標
の
現
れ
で
あ
る
。
十
分
に
成
長
し
た
宗
教
と
し
て
の
儒
学
を
建
立
す
る
こ
と
、

公
的
な
国
家
祭
日
と
し
て
孔
子
の
誕
生
日
を
制
定
す
る
こ
と
、
儒
学
の
信
条
を
国
家
的
な
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
包
括
的
に
組
み

入
れ
る
こ
と
、
国
中
の
都
市
に
孔
聖
教
堂
と
孔
教
青
年
会
の
た
め
の
学
習
ホ
ー
ル
を
創
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
儒
学
が

も
う
一
度
日
常
生
活
に
浸
透
す
る
こ
と
を
願
っ
て
の
こ
と
で
あ
る

）
43
（

。

　
孔
教
学
院
の
指
導
者
の
言
葉
や
著
述
に
は
、
二
つ
の
大
き
な
先
入
観
が
見
て
取
れ
る
。
康
有
為
に
ま
で
遡
れ
る
観
点
と
同
じ

く
、
彼
ら
が
人
々
を
儒
学
に
向
か
わ
せ
よ
う
と
し
た
努
力
は
、
驚
異
的
な
キ
リ
ス
ト
教
の
拡
大
を
止
め
る
た
め
に
必
要
な
も
の

り
孔
子
は
預
言
者
（
ナ
ビ
）
で
あ
る
。C

hee-Beng Tang

は
、C

.A. C
oppell

の
研
究
を
取
り
上
げ
、
こ
の
状
況
と
マ
レ
ー
シ
ア
の
そ
れ
を
比
較
し
て
い
る
。

“C
hinese Religion in M

alaysia: A G
eneral O

verview,” Asian Folklore Studies, vol. 42, no. 2, (1983), pp. 217–252.

（
41
）
湯
恩
佳
の
中
国
や
世
界
に
お
け
る
行
動
は
、
一
連
の
シ
リ
ー
ズ
と
し
て
印
象
的
な
講
演
集
を
生
ん
だ
。『
湯
恩
佳
尊
孔
之
旅
』、
香
港
孔
教
学
院
栄
誉
出

版
、
二
〇
〇
四
。

（
42
）
香
港
で
の
観
察
、
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
。
翌
日
の
新
聞
は
式
典
に
は
四
万
人
も
参
加
し
た
と
伝
え
た
が
、
こ
の
数
字
は
明
ら
か
に
誇
張
で
あ
る
。
ス
タ

ジ
ア
ム
の
席
は
埋
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
込
み
は
印
象
的
で
あ
っ
た
。
孔
教
学
院
の
他
の
主
要
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
中
に
は
、「
孔

教
と
儒
学
の
普
及
の
た
め
の
、
香
港
に
お
け
る
基
礎
を
設
立
す
る
」
孔
子
記
念
碑
の
建
設
を
要
求
す
る
も
の
が
あ
っ
た
。
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で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
ら
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
拡
大
と
い
う
脅
威
を
前
に
し
て
は
、
仏
教
や
道
教
に
よ
る
抵
抗
は
無
意

味
で
あ
る
と
考
え
た

）
44
（

。
そ
し
て
、
こ
の
心
配
は
、
国
家
精
神
の
礎
石
と
し
て
の
儒
学
の
保
護
に
関
す
る
懸
念
に
由
来
し
て
い
る
。

実
際
、
孔
教
学
院
の
出
版
物
は
、
そ
の
目
標
と
す
る
と
こ
ろ
は
違
う
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
大
陸
か
ら
来
た
公
的
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
の
言
説
と
簡
単
に
融
和
し
て
し
ま
う
よ
う
な
愛
国
心
を
露
わ
に
し
て
い
る

）
45
（

。

　
彼
ら
の
要
求
す
る
公
休
日
が
、「
自
分
た
ち
の
国
の
文
化
遺
産
の
意
味
に
つ
い
て
黙
考
す
る
」
機
会
を
与
え
る
だ
け
で
は
な

く
、
儒
学
的
宗
教
は
ま
た
、「
国
家
の
結
束
と
統
合
を
強
固
に
す
る
」
と
い
う
需
要
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
。
儒
学
の
教
え
は

「
精
神
的
な
文
明
化
」
の
進
展
に
最
も
効
果
的
な
貢
献
を
す
る
。「
精
神
的
文
明
化
」
と
は
共
産
主
義
政
府
が
「
物
質
的
文
明

化
」
を
補
完
す
る
た
め
に
促
進
し
て
い
る
と
主
張
す
る
も
の
で
あ
り
、「
物
質
的
文
明
化
」
と
は
、
新
資
本
主
義
の
発
展
が
可

能
な
も
の
と
し
た
政
治
的
、
経
済
的
、
科
学
的
秩
序
で
あ
る
。

　
成
長
す
る
物
質
的
手
段
と
野
望
に
も
関
わ
ら
ず
、
香
港
で
促
進
さ
れ
た
活
動
は
、
あ
る
種
の
宗
教
的
そ
し
て
政
治
的
な
多
元

性
の
指
標
を
有
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
た
と
え
儒
学
が
中
国
国
家
の
特
別
な
関
心
に
値
す
る
も
の
だ
と
し
て
も
、
世
界
宗
教

に
比
せ
ら
れ
る
べ
き
宗
教
と
し
て
建
立
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
中
国
社
会
の
周

縁
で
は
な
く
、
そ
の
真
ん
中
で
稼
働
し
て
い
る
の
は
、
ヘ
ゲ
モ
ニ
ッ
ク
な
宗
教
と
し
て
の
儒
学
を
熱
心
に
促
進
す
る
、
別
の
運

動
で
あ
る
。

　
こ
う
い
っ
た
傾
向
を
持
つ
運
動
の
、
と
り
わ
け
急
進
的
な
例
が
、
次
章
の
主
題
と
な
る
。

ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
へ
向
か
っ
て

︱
「
国
教
」
？
　

　
将
来
、
国
家
的
な
教
え
、
あ
る
い
は
国
教
（
中
国
語
の
国
教
と
い
う
言
葉
は
、
か
な
り
多
義
的
で
あ
る
）
に
な
る
と
し
て
、
奨
励
さ

れ
て
い
る
儒
学
の
可
能
性
は
、
あ
る
種
の
急
進
的
な
保
守
派
の
中
で
共
有
さ
れ
る
信
仰
と
な
っ
た
。「
政
治
的
儒
学
」
を
復
活

さ
せ
る
考
え
方
が
、
一
九
九
〇
年
代
の
初
め
に
蒋
慶
と
い
う
知
識
人
に
よ
っ
て
登
場
し
た
。
彼
は
学
問
方
式
に
お
け
る
彼
の
地
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位
を
、
公
羊
学
派
に
結
び
付
け
た

）
46
（

。
ま
た
、
今
世
紀
初
め
の
康
暁
光
の
例
は
、
彼
は
中
国
人
民
大
学
の
社
会
学
者
で
あ
り
、
前

首
相
朱
鎔
基
の
専
門
顧
問
団
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
が
、
彼
の
容
赦
な
い
率
直
さ
を
考
え
る
と
特
に
興
味
深
い
。
彼
は
以
下
の

よ
う
に
述
べ
る
。

ど
ん
な
に
古
い
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
宗
派
だ
っ
て
教
会
を
持
っ
て
い
る
の
に
、
中
国
の
儒
学
が
礼
拝
の
た
め
の
固
有
の
場

所
を
持
っ
て
い
な
い
の
は
、
み
っ
と
も
な
い
こ
と
で
は
な
い
か
？
す
べ
て
の
文
廟
が
、
廃
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
、
観
光

客
だ
け
に
開
か
れ
て
い
る
の
は
、
尋
常
な
こ
と
な
の
か
？
　
中
国
国
家
の
基
礎
的
な
教
え
を
構
成
し
て
い
る
も
の
に
つ
い

て
、
政
府
は
も
っ
と
関
心
を
持
つ
べ
き
な
の
で
は
な
い
か

）
47
（

？

　
し
か
し
な
が
ら
、
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
、
彼
の
関
心
が
精
神
的
、
宗
教
的
な
指
導
の
持
続
に
向
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、

政
府
の
サ
ポ
ー
ト
を
得
て
、
最
も
効
果
的
に
「
文
化
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
を
促
進
す
る
こ
と
に
向
い
て
い
る
こ
と
だ
。
グ

ロ
ー
バ
ル
化
に
直
面
す
る
現
代
に
お
い
て
、「
文
化
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
は
必
要
な
こ
と
だ
と
彼
は
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

康
暁
光
は
『
仁
政
』
と
い
う
本
で
、
中
国
の
政
治
的
発
展
に
お
け
る
第
三
の
方
法
に
つ
い
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
通
説
に
も
西

（
43
）
孔
教
学
院
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
こ
れ
ら
す
べ
て
の
点
に
関
す
る
詳
細
が
あ
る
。http://w

w
w.confucianacadem

y.com
/index_m

ain.htm
l

（
二
〇
〇
六
年

一
一
月
一
日
現
在
）

（
44
）
湯
恩
佳
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
香
港
、
二
〇
〇
八
年
一
月
。

（
45
）
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
二
〇
〇
七
年
に
香
港
ス
タ
ジ
ア
ム
で
行
わ
れ
た
、
孔
子
の
生
誕
と
返
還
一
〇
周
年
を
祝
う
式
典
で
配
布
さ
れ
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、

特
に
湯
恩
佳
の
ス
ピ
ー
チ
「
孔
暦
二
五
五
八
年
紀
孔
大
典
」、
五
―
七
頁
を
参
照
。
我
々
は
ま
た
、
中
華
人
民
共
和
国
の
宗
教
局
副
局
長
が
、
二
〇
〇
八

年
の
九
月
に
香
港
で
行
わ
れ
た
式
典
に
参
加
し
た
こ
と
に
も
言
及
し
て
お
く
。
そ
の
時
の
式
典
は
前
年
よ
り
も
小
さ
な
ス
タ
ジ
ア
ム
で
行
わ
れ
た
（
式
典

に
参
加
し
た
人
数
は
お
よ
そ
四
千
人
で
あ
っ
た
。） 

（
46
）Ji Z

he, “C
onfucius, les libéraux et le parti,” La vie des idées, no. 2, M

ay 2005, pp. 9–20
を
参
照
。 

（
47
）
北
京
で
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
二
〇
〇
六
年
六
月
。
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洋
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
も
反
対
し
、
次
の
点
を
強
調
す
る
。
す
な
わ
ち
、
促
進
さ
れ
る
べ
き
教
え
は
、
普
遍
的
に
宗
教
的
で
政
治

的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
確
立
さ
れ
る
べ
き
社
会
文
化
的
秩
序
は
、
あ
る
種
「
疑
似
宗
教
的
シ
ス
テ
ム
」
の
姿
を
と
っ

て
お
り
、
そ
の
中
で
は
、
道
徳
的
な
教
え
と
権
力
の
行
使
が
切
り
離
さ
れ
て
い
な
い
、
古
代
の
理
想
的
な
状
態
に
戻
る
こ
と
が

促
進
さ
れ
る
。
こ
う
い
っ
た
議
論
は
、
伝
統
的
な
「
教
」
と
い
う
概
念
を
特
徴
づ
け
る
多
義
性
に
満
ち
溢
れ
て
お
り
、
戦
術
的

な
達
成
に
向
け
て
支
持
さ
れ
や
す
い
。
そ
の
一
方
で
康
暁
光
は
ま
た
、
儒
教
の
、
全
く
宗
教
的
な
潜
在
力
を
発
展
さ
せ
る
こ
と

の
必
要
性
に
つ
い
て
、
は
っ
き
り
と
主
張
し
て
い
る
。

「
儒
教
」
は
、
日
々
の
生
活
に
浸
透
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
国
全
体
に
と
っ
て
の
宗
教
に
な
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
結
局
、
日
々
の
生
活
に
活
か
さ
れ
る
た
め
に
は
、
人
民
全
体
の
宗
教
と
な
る
し
か
な
い

）
48
（

。

孔子の誕生式典、クィーン・エリザベス・スタジ

アム。香港、2008年。©Sébastien Billioud

2007年の孔子の誕生式典。掲示板には「我々の
中国を愛し、祖国をうたいあげよう」と書かれて

いる。©Sébastien Billioud

返還 10周年の式典と同時に行われた孔子の誕生
式典、香港スタジアム、2007年。
©Sébastien Billioud
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こ
の
よ
う
な
企
て
に
お
い
て
、
政
府
は
決
定
的
な
役
割
を
演
じ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
政
府
は
「『
儒
教
』
を
サ
ポ
ー
ト
し
、

儒
教
に
『
国
教
』
と
い
う
地
位
を
認
め
」
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

）
49
（

。

　
時
折
見
せ
る
古
風
な
語
彙
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
康
暁
光
の
コ
ン
セ
プ
ト
は
明
ら
か
に
過
去
の
帝
政
期
に
対
立
し
て
い
る
。
教

え
の
普
及
を
政
治
的
実
践
と
統
一
す
る
こ
と
は
、
も
は
や
昔
の
儀
礼
で
は
な
く
、
有
効
な
合
理
性
に
影
響
を
受
け
た
、
（
そ
れ
自

身
の
儀
式
的
な
側
面
を
抜
き
に
す
る
こ
と
は
な
い
）
現
代
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
い
か
な
る
「
公
的
な
」
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
に
対
し
て
も
疑
念
を
抱
く
「
民
間
」
の
活
動
と
異
な
っ
て
い
る
の
も
明
ら
か

で
あ
る
。
康
暁
光
に
と
っ
て
、「
儒
教
化
」
は
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
形
式
で
行
わ
れ
る
事
柄
で
あ
り
、
儒
教
が
未
来
の
「
国
家
的
宗

教
」
と
な
り
う
る
可
能
性
は
、
政
治
的
、
教
育
的
、
文
化
的
空
間
を
形
作
る
国
家
権
力
の
総
合
的
な
行
動
へ
の
信
頼
に
、
結
び

付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
康
暁
光
の
他
の
仕
事
に
は
、
こ
の
「
疑
似
宗
教
的
な
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
政
治
的
方
向
性
に
か
か
わ
る
か
ぎ
り
、
あ
い
ま
い

な
点
が
全
く
な
い
。「
文
化
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
原
則
」
と
題
さ
れ
た
文
章
に
お
い
て
、
彼
は
「
儒
教
が
国
教
と
な
る
た
め
」

に
は
中
国
の
文
化
的
刷
新
を
育
成
し
、
そ
の
成
長
が
大
き
な
世
界
的
勢
力
に
な
る
ほ
ど
に
促
進
す
る
必
要
が
あ
る
と
断
言
し
て

い
る
。
康
有
為
に
言
及
し
な
が
ら
、
彼
は
「
儒
教
は
決
し
て
単
な
る
思
想
の
学
派
で
は
な
い
。
そ
れ
は
国
家
の
サ
ポ
ー
ト
（「
国

家
支
持
」）
に
よ
り
、
す
べ
て
の
人
々
の
宗
教
（「
全
民
宗
教
」）
と
し
て
、
教
化
作
用
を
十
分
発
揮
す
る
」
と
主
張
す
る
。
は
っ
き

り
と
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
と
し
て
提
示
さ
れ
た
た
め
、
文
化
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
三
つ
の
課
題
を
達
成
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ひ
と
つ
は
、
文
化
遺
産
を
奨
励
す
る
こ
と
（「
整
理
国
故
」）
、
社
会
を
流
動
さ
せ
る
こ
と
（「
社
会
動
員
」）
、
そ

し
て
体
系
や
新
し
い
制
度
を
再
建
す
る
こ
と
（「
制
度
化
」）
で
あ
る
。
新
し
い
、
特
別
に
訓
練
さ
れ
た
エ
リ
ー
ト
は
、
教
導
す

（
48
）
康
暁
光
、『
仁
政
、
中
国
政
治
発
展
的
第
三
条
道
路
』、Singapore, G

lobal Publishing, 2005, p. 191.

（
49
）Ibid, p. 190.
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る
存
在
と
し
て
の
国
家
と
、
統
制
さ
れ
る
べ
き
様
々
な
民
間
の
活
動
の
間
を
媒
介
す
る
役
目
を
、
自
然
に
担
う
こ
と
に
な
る

）
50
（

。

あ
ま
り
に
急
進
的
な
立
場
は
、
知
的
集
団
の
中
で
反
応
を
引
き
起
こ
し
、
そ
し
て
そ
の
影
響
を
受
け
た
人
々
が
い
く
ら
か
共
感

す
る
一
方
で
、
影
響
が
極
致
に
至
る
と
、
不
安
定
な
状
態
を
導
く
原
因
と
な
り
う
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
ら
は
公
式
な
言
説
に
お

い
て
、
こ
う
い
っ
た
極
致
と
慎
重
に
距
離
を
保
っ
て
い
る
の
で
あ
る

）
51
（

。

未
来
の
「
公
民
宗
教
」
？

　
最
近
の
議
論
で
興
味
を
ひ
く
も
の
は
、
宗
教
の
多
元
的
共
存
と
、
宗
教
的
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
誘
惑
の
間
の
折
衷
案
を
と
る
立
場

で
あ
る
。
今
世
紀
初
か
ら
始
ま
る
、「
公
民
宗
教
」
と
し
て
の
儒
学
の
可
能
性
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ

に
お
け
る
、
西
洋
の
「
神
学
政
治
論
的
な
」
多
様
な
経
験
の
影
響
だ
け
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
自
由
主
義
的
な
、
あ
る
い
は

民
主
主
義
的
な
公
的
空
間
に
お
け
る
、
未
来
の
儒
学
の
宗
教
的
制
度
化
が
生
む
困
難
や
、
あ
る
い
は
ア
ポ
リ
ア
を
も
描
き
出
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
評
論
誌
『
原
道
』
の
創
設
者
で
あ
る
陳
明
は
、
九
〇
年
代
後
半
に
突
如
有
名
に
な
っ
た
。
彼
は
香
港
や
台
湾
に
亡
命
し
た
哲

学
者
た
ち
の
世
代
の
、
形
而
上
学
的
な
傾
向
に
対
抗
す
る
も
の
と
し
て
、「
大
陸
の
新
儒
家
」
を
擁
護
し
た
の
で
あ
る
。
同
じ

く
湖
南
省
出
身
の
思
想
家
の
李
沢
厚
と
同
じ
よ
う
に
、
彼
も
ま
た
中
国
文
化
の
実
用
的
解
釈
に
興
味
を
持
ち
、「
哲
学
的
体
系
」

を
構
築
す
る
こ
と
を
拒
み
、
現
代
儒
学
が
実
用
的
で
社
会
的
な
、
大
衆
向
き
の
使
命
を
果
た
す
こ
と
を
選
ん
だ

）
52
（

。
し
か
し
な
が

ら
、
ア
メ
リ
カ
の
「
公
民
宗
教
」
と
い
う
モ
デ
ル
に
影
響
を
受
け
た
彼
は
、
ポ
ス
ト
共
産
主
義
社
会
に
お
け
る
、
儒
学
の
宗
教

的
立
場
の
可
能
性
に
対
し
て
疑
念
を
増
し
て
い
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
陳
明
に
と
っ
て
、「
公
民
宗
教
」
は
単
な
る
儒
学
復
興
の
可
能
な
選
択
肢
の
ひ
と
つ
で
は
な
く
、
そ
れ
に

よ
っ
て
こ
の
復
興
を
達
成
で
き
る
よ
う
な
方
法
な
の
で
あ
る
。
参
考
ま
で
に
、
社
会
学
者
で
あ
る
ロ
バ
ー
ト
・
ベ
ラ
ー
の
、
ア

メ
リ
カ
に
お
け
る
公
民
宗
教
に
関
す
る
有
名
な
研
究
を
紹
介
す
る
。
ベ
ラ
ー
は
、
ま
ず
、
合
衆
国
憲
法
の
修
正
第
一
条
に
は
、
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公
式
な
世
俗
主
義
に
つ
い
て
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
の
大
統
領
の
ス
ピ
ー
チ
や
、
ア
メ
リ
カ
に

お
け
る
公
的
な
言
説
の
中
に
は
、
神
に
つ
い
て
の
膨
大
な
言
及
が
あ
る
こ
と
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
。

教
会
と
政
府
の
分
離
は
、
政
治
的
領
域
に
宗
教
的
要
素
を
与
え
る
こ
と
を
拒
絶
し
た
の
で
は
な
い
。
確
か
に
、
個
々
の
宗

教
的
な
信
仰
、
礼
拝
、
結
合
な
ど
は
厳
密
に
は
私
的
な
事
柄
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
ア
メ
リ
カ
人
の
大
部
分
が
共
有
し
て

い
る
宗
教
的
方
向
性
に
共
通
の
要
素
が
あ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
ア
メ
リ
カ
の
制
度
的
発
展
に
と
っ
て
重
要

な
役
目
を
つ
と
め
、
い
ま
だ
に
ア
メ
リ
カ
の
生
活
の
構
造
全
体
の
中
で
宗
教
的
要
素
を
提
供
し
て
お
り
、
そ
こ
に
は
政
治

的
領
域
も
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
公
的
な
宗
教
的
要
素
は
、
わ
た
し
が
ア
メ
リ
カ
的
公
民
宗
教
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
、

信
仰
、
信
条
、
儀
礼
す
べ
て
の
中
に
現
れ
出
て
い
る

）
53
（

。

　
も
し
公
民
宗
教
に
関
す
る
こ
の
発
想
が
陳
明
を
惹
き
つ
け
た
の
な
ら
、
抽
象
的
で
教
条
的
な
方
針
と
は
対
立
す
る
、
本
質
的

に
大
衆
向
け
で
実
用
的
な
彼
の
方
針
に
、
こ
の
発
想
が
調
和
す
る
よ
う
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。

（
50
）
康
暁
光
『
当
代
中
国
大
陸
文
化
民
族
主
義
運
動
研
究
』、2008, G

lobal Publishing, Singapore, pp. 234–238. 

康
暁
光
の
「
エ
リ
ー
ト
の
提
携
」（
精

英
聯
盟
）
と
い
う
考
え
方
に
つ
い
て
は
、Sébastien Billioud, “O

n the Art of D
issipating C

louds: Reflections Based on the Political T
heory of T

hom
as 

M
etzger,” Etudes C

hinoises, vol. X
X

V
I, 2007, pp. 210–216

を
参
照
。

（
51
）Sébastien Billioud, “C

onfucianism
, C

ultural Tradition, and O
fficial D

iscourse in C
hina at the Start of a N

ew
 C

entury,” C
hina Perspectives, 2007/3, 

pp. 53–68.

（
52
）
陳
明
、「
編
後
」、『
原
道
』、
五
、一
九
九
九
、四
六
五
―
四
六
六
頁
。
こ
の
背
景
に
つ
い
て
は
、Joël T

horaval, “La tentation pragm
atiste dans la C

hine 
contem

porain,”Anne C
heng (ed), La pensée en C

hine aujourd’hui, Paris, G
allim

ard, Folio, 2007, pp. 103–134

を
参
照
。

（
53
）Robert Bellah, “C

ivil Religion in Am
erica,” in Beyond Belief, Essays on Religion in a Post-Traditionalist W

orld, Berkeley, U
niversity of C

alifornia Press, 
1970, pp. 168–189 

、
特
に
、 p. 171.
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牟
宗
三
の
、「
円
教
」
と
し
て
の
儒
教
は
感
情
的
で
あ
る
よ
う
に
思
え
、
蒋
慶
は
中
国
が
政
治
と
宗
教
を
合
一
し
た
儒
教

国
家
（「
政
教
合
一
的
儒
教
国
家
」）
で
あ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
単
純
す
ぎ
る
。
康
暁
光
は
儒
教
を
国

教
に
変
容
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
、
実
行
は
難
し
い
。
し
か
し
、
公
民
宗
教
は
根
本
的
に
社
会
の
基
礎
へ
と
向
か
う
も
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
公
民
宗
教
は
自
由
、
民
主
主
義
、
そ
し
て
憲
法
と
矛
盾
な
く
共
存
し
、
そ
れ
ら
が
適
切
に
機
能
す
る

た
め
の
大
き
な
助
け
と
な
り
う
る
の
で
あ
る

）
54
（

。

　
さ
ら
に
正
確
に
は
、
陳
明
に
と
っ
て
、
こ
の
新
し
い
コ
ン
セ
プ
ト
は
、
二
つ
の
頻
発
す
る
困
難
に
対
し
て
、
長
い
間
捜
し
求

め
ら
れ
て
き
た
解
答
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
困
難
は
、
ひ
と
つ
は
理
論
的
な
も
の
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
実
用
的
な

も
の
で
あ
る
。
理
論
的
な
困
難
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
宗
教
と
い
う
西
洋
の
観
念
が
、
う
ま
く
適
応
し
な
い
こ
と

か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。

儒
教
を
宗
教
と
呼
ぶ
こ
と
が
、
大
き
な
理
論
的
問
題
を
生
む
の
は
確
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
公
民
宗
教
と
し
て
追
求
し

て
い
け
ば
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
問
題
は
生
じ
な
い
。
公
民
宗
教
と
い
う
概
念
を
考
え
る
と
き
、
ア
メ
リ
カ
の
例
、
あ
る
い

は
「
公
民
」
観
念
の
現
代
的
背
景
に
、
あ
ま
り
厳
密
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
、
そ
の
代
わ
り
に
公
共
性
を
設
計
す
る
も
の

と
し
て
、
も
っ
と
広
い
意
味
で
理
解
す
れ
ば
、
中
国
が
、
公
民
宗
教
に
と
っ
て
最
も
現
実
性
を
帯
び
て
い
る
国
で
あ
る
と

い
っ
て
も
決
し
て
誇
張
で
は
な
い

）
55
（

。

　
儒
学
の
知
識
は
、
偉
人
や
場
所
、
神
聖
な
儀
式
と
い
っ
た
、
ベ
ラ
ー
が
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
を
背
景
に
書
い
た
も
の
と
、
同
等

の
も
の
と
共
に
と
じ
込
ま
れ
て
い
る
。
現
代
的
公
民
宗
教
は
、
こ
れ
ら
の
シ
ン
ボ
ル
を
、「
国
家
生
活
」
の
中
で
格
式
化
し
合

理
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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制
度
化
と
い
う
問
題
は
、
現
実
的
な
困
難
の
核
心
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
儒
学
は
「
一
方
で
は
民
間
信
仰
に
融
合
し
、
ま
た
一

方
で
は
本
来
的
に
政
治
的
な
力
と
混
合
し
て
い
る
よ
う
な
構
造
上
の
特
徴

）
56
（

」
を
保
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
清
朝
の
滅
亡
以
来
、

儒
学
が
民
間
に
限
定
さ
れ
て
き
た
と
い
う
事
実
は
確
か
に
弱
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
未
来
の
公
民
宗
教
も
、
民
間
か
ら
切
り
離

さ
れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
論
説
に
依
拠
す
る
と
言
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
活
気
に
あ
ふ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
こ
の
よ
う
な
要
素
を
通

じ
て
自
ら
を
養
っ
て
い
く
こ
と
だ
ろ
う

）
57
（

。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
新
し
い
コ
ン
セ
プ
ト
は
、
民
間
儒
学
と
、
待
望
さ
れ
る
現
代
的

政
治
制
度
の
間
を
、
媒
介
す
る
力
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に
な
る

）
58
（

。

　
公
民
宗
教
と
し
て
の
儒
学
の
未
来
を
め
ぐ
る
議
論
が
、
ふ
た
つ
の
大
き
な
障
害
に
直
面
し
て
い
る
の
は
間
違
い
な
い
。
ま
ず

ひ
と
つ
は
、
当
然
の
こ
と
だ
が
、
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
的
経
験
に
深
く
支
配
さ
れ
、
政
治
と
宗
教
の
可
能
な
相
互
作
用
の
ひ
と
つ

を
代
表
す
る
に
過
ぎ
な
い
概
念
を
、
中
国
の
文
脈
に
ど
う
適
合
さ
せ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る

）
59
（

。
ロ
バ
ー
ト
・
ベ
ラ
ー
は
ア
メ

リ
カ
の
「
公
民
宗
教
」
と
い
う
概
念
に
と
っ
て
、
必
要
と
さ
れ
る
決
定
的
な
要
素
に
つ
い
て
強
調
し
た
最
初
の
人
物
で
あ
る
。

そ
れ
な
し
で
は
、「
公
民
宗
教
」
は
簡
単
に
「
ア
メ
リ
カ
ン
・
シ
ン
ト
イ
ズ
ム
」
と
等
し
い
「
国
家
的
偶
像
崇
拝
」
と
い
っ
た

類
の
も
の
に
堕
落
し
て
し
ま
い
得
る
の
で
あ
る

）
60
（

。
ふ
た
つ
目
の
障
害
は
、
現
在
こ
の
言
葉
が
、
前
近
代
の
状
況
と
区
別
さ
れ
ず

（
54
）
陳
明
「
儒
家
公
民
宗
教
説
」、「
平
和
書
院
」
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

：http://w
w

w.pinghesy.com
/data/2007/1016/article_1594

（
55
）
前
掲
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
。

（
56
）
前
掲
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
。

（
57
）
前
掲
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
。

（
58
）
儒
教
を
基
礎
と
す
る
中
国
の
公
民
宗
教
と
い
う
考
え
は
、
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
知
識
人
た
ち
に
よ
っ
て
も
擁
護
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
宗
教
社
会
学
者

で
あ
る
楊
鳳
崗
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
計
画
は
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
場
合
の
よ
う
に
、
宗
教
的
多
元
性
を
保
証
し
、
ま
た
中
国
文
化
に
と
っ
て
必
要
な

促
進
を
も
保
証
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
言
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
自
由
主
義
を
標
榜
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
思
想
家

で
あ
る
彼
の
公
民
宗
教
の
促
進
は
、
ポ
ス
ト
共
産
主
義
国
家
の
公
的
な
無
神
論
と
は
絶
交
し
て
、
儒
学
教
義
の
キ
リ
ス
ト
教
化
を
内
密
に
支
持
す
る
も
の

で
あ
り
、
特
に
「
意
志
を
付
与
さ
れ
た
天
と
い
う
、
超
越
的
要
素
に
置
か
れ
た
重
点
」
を
強
調
し
て
い
る
。
楊
鳳
崗
、「
対
於
儒
教
之
為
教
的
社
会
学
思

考
」、
二
〇
〇
五
、
批
評
誌
『
原
道
』
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

：http://w
w

w.yuandao.com
/dispbbs.asp?boardID

=2&
ID

=26896&
page=15.

（
59
）
た
と
え
ば
、M

arcel G
auchet

の
ベ
ラ
ー
に
基
づ
い
た
見
解
（La religion dans la dém

ocratie. Paris, G
allim

ard, Folio, 1998, p. 69

）
を
参
照
。

（
60
）Robert Bellah, Ibid., p. 168, note.
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に
、
し
ば
し
ば
曖
昧
に
用
い
ら
れ
適
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
生
じ
て
い
る
。
こ
の
観
点
か
ら
み
る
と
、
ロ
バ
ー
ト
・
ベ
ラ
ー

自
身
が
最
近
、
こ
の
「
公
民
宗
教
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
、
清
王
朝
の
満
族
の
エ
リ
ー
ト
が
、
帝
国
の
政
治
的
統
一
を
保
証

す
る
手
段
と
し
て
普
及
さ
せ
た
儒
学
を
特
徴
づ
け
よ
う
と
し
た
の
は
、
残
念
な
こ
と
で
あ
る

）
61
（

。
中
国
人
の
国
家
的
宗
教
の
支
持

者
は
、
ベ
ラ
ー
の
奇
妙
な
時
代
錯
誤
を
使
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
不
正
確
な
言
葉
の
応
用
は
、
過
去
の

帝
政
期
と
継
続
し
て
い
る
よ
う
な
錯
覚
を
覚
え
さ
せ
る
だ
け
で
あ
り
、
ま
た
、
公
民
宗
教
と
市
民
社
会
と
い
う
現
代
的
観
念
の

間
に
あ
る
不
可
分
の
つ
な
が
り
に
関
す
る
議
論
を
紛
糾
さ
せ
る
だ
け
で
あ
る
。
実
際
、
公
民
宗
教
と
伝
統
的
な
国
教
と
を
混
同

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
以
下
の
問
題
が
生
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
政
治
的
合
法
性
が
も
は
や
天
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、

人
々
か
ら
引
き
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
現
代
的
民
主
主
義
的
背
景
の
中
に
お
い
て
の
み
、
公
民
宗
教
と
い
う
概
念
は
意
味
を
な

し
う
る
と
い
う
事
実
が
、
こ
の
混
同
に
よ
っ
て
覆
い
隠
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
彼
ら
が
育
成
し
て
い
き
そ
う
な
具
体
的
な
方
針
以
上
に
、
と
り
わ
け
興
味
深
い
の
は
、
こ
れ
ら
三
つ
の
議
論
中
の
観
点
（
ひ

と
つ
の
宗
教
、
国
教
、
公
民
宗
教
と
し
て
の
儒
学
）
が
、
儒
学
を
制
度
化
し
よ
う
と
す
る
様
々
な
試
み
に
直
面
し
た
と
き
、
ど
の
よ
う

に
し
て
困
難
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
く
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
西
洋
起
源
の
民
主
的
モ
デ
ル
と
関
わ
る
政
治
社
会
と
し
て
、

中
国
の
未
来
は
不
確
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
じ
く
ら
い
、
儒
学
の
制
度
化
が
生
む
困
難
も
中
国
の
文
化
的
伝
統
か
ら
生
じ
た

特
徴
的
産
物
で
あ
り
、
そ
の
事
実
が
ま
た
、
困
難
を
一
層
複
雑
に
す
る
の
で
あ
る
。

結
論

　
近
年
の
「
儒
学
復
興
」
に
お
け
る
、
宗
教
的
展
開
に
関
し
て
簡
単
な
検
討
を
行
っ
た
が
、
そ
れ
で
は
ど
の
よ
う
な
結
論
が
導

き
出
せ
る
だ
ろ
う
か
？

　
今
日
中
国
社
会
の
中
に
確
認
で
き
る
、
複
合
的
で
並
行
す
る
展
開
（
盛
ん
に
行
わ
れ
る
様
々
な
仏
教
儀
礼
、
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
改
宗
が
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生
ん
だ
予
期
せ
ぬ
効
果
、
あ
る
い
は
霊
感
と
し
て
伝
統
を
主
張
す
る
新
し
い
分
派
の
動
き
の
出
現
）
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
が
必
然
的
に
生
じ
さ

せ
る
様
々
な
抵
抗
を
考
え
る
と
、
こ
れ
ら
の
展
開
の
重
大
さ
を
誇
張
す
る
べ
き
で
は
な
い
。

　
結
局
、
こ
の
現
象
が
未
来
に
お
い
て
存
続
す
る
か
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、
二
つ
の
不
可
欠
な
不
安
を
考
慮
に
入
れ

る
必
要
が
あ
る
。
ま
ず
、
宗
教
に
対
す
る
実
際
の
信
心
深
さ
よ
り
も
大
き
い
欲
望
へ
と
時
々
転
換
す
る
精
神
的
探
求
の
力
と
、

い
ま
だ
に
分
散
し
て
お
り
、
社
会
的
制
度
的
空
間
を
求
め
て
い
る
、
個
人
的
・
共
同
体
的
実
践
と
い
う
現
実
性
と
の
間
に
は
、

あ
る
種
の
媒
介
空
間
が
不
明
確
な
状
態
の
ま
ま
存
在
し
て
い
る
。
今
日
の
民
間
運
動
の
活
動
家
の
創
造
性
は
、
現
実
と
創
造
の

合
間
に
展
開
し
て
お
り
、
当
然
の
ご
と
く
予
想
す
る
の
が
難
し
い
形
式
で
自
ら
を
表
現
し
て
い
る
。
し
か
し
、
公
的
に
制
度
化

さ
れ
た
地
位
へ
の
熱
望
と
、
儒
学
の
教
え
の
自
律
性
、
そ
の
価
値
は
民
間
の
方
針
表
明
の
中
に
最
も
突
出
し
て
見
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
が
、
そ
う
い
っ
た
自
律
性
へ
の
愛
着
の
間
に
は
、
さ
ら
に
別
の
未
解
決
の
不
安
が
あ
る
。
新
し
い
儒
学
と
関
わ
る
国
家

の
役
割
は
、
前
世
紀
の
政
治
史
の
急
変
と
転
回
の
た
め
に
、
依
然
と
し
て
大
変
複
雑
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
理
由
の
た
め
に
、
宗
教
復
興
の
可
能
性
に
関
し
て
評
価
す
る
時
に
は
、
個
人
感
情
と
集
団
行
動
と
を
、
同
時
に
政

治
的
権
力
の
世
界
と
一
般
的
慣
習
と
を
、
伝
統
的
に
連
結
さ
せ
て
い
た
取
次
ぎ
の
一
形
態
に
つ
い
て
、
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
我
々
が
意
識
し
て
い
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、「
儒
学
」
の
様
々
な
表
現
に
と
っ
て
常
に
不
可
欠
で
あ
っ
た
儀
礼
で
あ
る
。
現

代
儒
学
に
影
響
を
受
け
た
、
新
し
い
儀
礼
主
義
は
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
？
　
我
々
は
次
の
研
究
で
、
こ
の
疑
問
に
つ
い
て
追

究
す
る
予
定
で
あ
る
。
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