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の

対
象
と
し
た
。

こ

れ

が

後
に

「

類
似
宗
教
」

と
い

う
概

念
で

展
開
さ

れ

る

こ

と
に

な
る

。

　

植
民

地
朝
鮮
に
お

い

て

は

朝
鮮
総

督
府
が

世
俗

権
力
の

保
持
者
と

し

て
、

公

的
領
域
を

掌
握
し
て

い

た
が

、

「

公
」

の

中
心
へ

の

植
民
地
民
の

参
加
は
根

本
的
に

認
め

ら

れ
ず

、

植
民
地
民
は

周
辺

的
な

行
動
様
式
を
と

る

し

か
な
か
っ

た
。

こ

れ
が

植
民
地
朝
鮮
に

お

け
る

世
俗

社
会
の

構
図
と

い

え
る

。

自
律
的

市
民
に

よ

る

実
体
的
な
公

共
圏
の

有
無
を

準
拠
と

す
れ

ば
、

確
か
に

植
民
地

朝
鮮
の

世
俗

社
会
で

は

植
民
地

民
に

よ

る

公

共
圏
の

形
成
は
成
り
立
た
な
い

と
い

え
よ

う
。

と
は
い

え
、

植
民
地
民
の

「

公
」

へ

の

欲
求
が
噴
出
す
る

社

会
的
通

路
は

必
ず
存
在
す
る

は

ず
だ

。

そ
れ
が

宗
教、

と

り
わ

け
「

宗
教

類
似
の

団
体
」

と
い

わ
れ

た
宗
教
集

団
で

あ
っ

た
。

こ

こ

に、

現
代
韓
国

社
会
に

お

い

て

も

宗
教
が、

政
治
か
ら

分
離
さ

れ
て

い

な
が
ら
も

、

政
治

的
「

公
」

へ

の

参
加
が
自
然
的
に

み

え
る

現
象

の

淵
源
が

あ
る

。

　
宗
教
を

通
し
て

噴
出
さ
れ
る

植

民
地

民
の

「

公
共
性
」

を、

支
配
イ
デ

オ

ロ

ギ

ー

内
へ

吸
収
し
よ

う
と
し
た
の

が
、

朝
鮮
総
督
府
に

よ

っ

て
一

九

三

六
年
か

ら
は

じ
ま
る

「

心
田
開

発
運

動
」

で

あ
っ

た
。

こ

の

「

運
動
」

へ

の

積
極
的
な
参
加
を

通
し
て

植

民
地

朝
鮮
の

宗
教
は

「

公
」

へ

の

道
が

開
か
れ

、

そ
れ

を
自
己
の

「

宗

教
的
使
命
」

の
］

つ

と

す
る

こ

と
に

な
る

。

日
本
に

お
け

る

世
俗
主

義
と
公
共
性

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

島
薗

　
　

進

　
近

代
教

育
と

近
代
的
な
政
治
経
済
制
度
の

発
展
に

よ

り
社
会
の

諸
領
域

で

宗
教
の

影
響
力
が

後
退
し
た

。

こ

れ
が
世
俗
化
だ

。

他
方、

人
知
の

組

織
化
に

よ
る

環
境
と
人

間
関
係
の

統
御
を
押
し
進
め

る

こ

と
、

ま
た
そ
の

た
め
の

学
知
探
求
に
自
己

意

識
の

基
盤
を

見
出
す
考
え
方
が

広
ま
っ

た
。

こ

れ
が

世

俗
主

義
だ

。

だ
が

、

そ
れ

ら
に

よ
っ

て
、

宀

示

教
の

場
所
が

な

く

な
っ

て

し

ま
う
わ

け
で

は

な
い

。

近

代
の

諸
科
学
は

自
ら

が
「

世
俗
」

に

原
点
を

置
く
も
の

だ
と

「

信
じ

る
」

傾

向
が

あ
っ

た

が、

そ
の

よ

う
な

意

識
の

仮
構
性
が

問
い

直
さ

れ
る

よ

う
に

な
っ

て

き
て

お
り

（

タ

ラ
ル
・

ア

サ
ド
ら

）

、

「

ポ
ス

ト
世

俗
主

義
」

が

唱
え
ら
れ
て

い

る
。

　
人

間
の

死
生
を
め

ぐ
る

問
い

、

苦
難
や
悲
し
み

の

意
味
へ

の

問
い

、

日

常
の

リ

ア

リ
テ

ィ

を
超
越
す
る

よ

う
な

経
験

、

善
悪
の

根
拠
を
め

ぐ
る

問

い

な
ど
は

人
を

宗
教
に

導
く

。

ま
た

、

宗
教
は
近

し
い

範
囲
を

超
え
て

人

を
連

帯
さ
せ

、

相
互
交

渉
の

モ

ラ

ル

を

養
い

、

共
同
性
を

培
う

。

そ

こ

で

世
俗

化
が

進
む
と

世
俗
主
義
も
宗

教
も

選
び

う
る

が
、

そ

の

ど

ち
ら
で

も

な
い

よ

う
な

自
意
識
の

あ

り
方
も
育
つ

。

「

宗

教
は

必

要
だ
」

と
い

う
よ

う
な
意
識

も
広
ま
る

。

近
年
の

西

洋
の

人

文
社

会
科
学
で

「

ポ
ス

ト
世

俗

主
義
」

が

唱
え
ら

れ
る

の

は、

そ

う
し
た

認
識
が

深
ま
っ

た

こ

と
を
示
し

て

い

る
。

一

九

世
紀
以
来

、

北
西
ヨ

ー

ロ

ッ

パ

で

は

そ
の

よ

う
な
思
想

環

境
が
広
ま
っ

た
と
チ
ャ

ー

ル

ズ
・

テ

イ
ラ

ー
は

見
な
し

て

い

る

が、

明

治

維
新
以
降
の

日

本
も
同

様
と
見
て

よ

い

だ

ろ

う
。

　
第
二

次

世
界
大
戦
後、

日
本
で

い

っ

そ

う
世

俗
化
が

進
み

、

世
俗
主

義

の

優
位
が

強
ま
っ

た
の

は
事
実
だ

。

さ
ら
に

、

一

九
七
〇

年
代
以
降
は

宗

教
集
団
へ

の

帰
属
を
き
ら
う
気
持
ち
も
強
ま
っ

た
。

だ
が
、

他

方
で

世

俗

主

義
の

限

界
を

意
識
し

、

「

精
神
世
界
」

を

求
め
た

り、

ス

ピ

リ

チ
ュ

ア

リ
テ

ィ

に

関
心
を

寄
せ
る

人
々

も
増
え
て

く
る

。

こ

れ

は

宗
教
の

私
事
化

を
押
し
進
め

る

も
の

で、

公
共
空
聞
の

世
俗
化
は
ま

す
ま

す
進
む
と
い

う

考
え
方
も

あ
っ

た
。

こ

れ
に

対
し、

ホ

セ
・

カ

サ
ノ

ヴ

ァ

が

述
べ

た
よ

う

に
、

政
教

分
離
を

受
け
入
れ
た
宗
教
が
あ
ら
た
め
て

積
極
的
に

公
共
空

間
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に

関

与
し
て

い

く
動
向
も
あ
り、

「

公
共

宗
教
」

の

用

語
が

用
い

ら

れ

て

い

る
。

ま
た
、

公
土
ハ

空
間
の

精
神
的
空

白
に
対
し、

宗
教
的
次
元
の

回
復

を

求
め

る
動
き
も
起
こ

っ

て

く
る

。

典
型
的
に
は
医
療
現
場
に
お
け
る
ス

ピ

リ
チ
ュ

ア

ル

ケ
ア

の

意
義
の

再
評
価
だ

が、

他
の

領
域
で

も
こ

う
し
た

動
き
は

起
こ

っ

て

来
て

い

る
の

で

は

な
い

か
。

　
「

無
縁

社
会
」

を
め
ぐ
る

宗
教
者
の

活
動
や
東
日

本
大
震
災
以

後
に
見

え
て

来
た
諸
宗

教
団
体
の

活
動
は
、

貧
困
者
・

孤
立
者
・

被
災
者
の

支
援

に
お
い

て

日

本
の

宗
教

界
が
宗
派
を

超
え
て

連
携
し
つ

つ

活
動
す
る

傾
向

を
指
し
示
し
て

い

る

の

か
も
し
れ
な
い

。

ま
た
、

大
量
の

死
者
に

対
す
る

追
悼
や

復

興
へ

の

祈
り
に

お
い

て

宗
教
（
長
期
に

わ

た
っ

て

死
者
の

慰
霊

を
担
っ

て

き
た

仏
教
も

神
道
に

縁
が
深
い

祭
や
伝
統
芸
能
も）

は

公
的
な

役
割
を
担

う
の

が
自
然
と
見
な
さ
れ
る
傾
向
も
強
ま
っ

た
。

こ

れ
は
阪
神

大
震
災
の

場
合
と

や

や

異
な
っ

た
反
応
だ

。

　

ま
た

、

生

命
倫
理
や

反
原
発
の

動
向
に

お
い

て

宗
教
が
果
た

す
役
割
も

拡
大
し
つ

つ

あ
る

か
に

見
え
る

。

二

〇
一
一

年
に

は

多
く
の

キ
リ

ス

ト
教

団
体、

仏
教

団
体、

新

宗
教

団
体
が
脱
原
発
・

反
原
発
の

声
明
を
発
し
た

が、

こ

れ
は

宗
教
の

公

共
領
域
へ

の

関

与
の

新
た
な
あ
り
方
だ
ろ

う
。

こ

れ
ら
の

声

明
は
い

ず
れ
も
原
発
に

よ

ら
な
い

生

き
方
を
宗
教
的
な
価
値
意

識
や
倫
理

観
と

結
び
つ

け
て

い

る
。

他

方、

宗
教
集
団
の

形
を
と

ら
な
い

「

緑
の

ス

ピ

リ
チ

ュ

ア

リ

テ

ィ
」

（
拙
著
『

ス

ピ

リ

チ

ュ

ア

リ

テ

イ

の

興

隆
』

）

も

反
原
発
・

脱
原

発
の

動
向
に

関
与
し
て

い

る

が
、

こ

れ
は

ど

の

程
度
か
を

測
定
す
る

手
が
か
り
が
な
い

。

教
団
の

動
き
も
組
織
性
を
も
た

な
い

ス

ピ

リ

チ
ュ

ア

リ

テ

ィ

の

動
向
も、

世
界
的
な
公
共
宗
教
の

動
向
と

符
節
を
あ
わ
せ

て

い

る
。

9，

11
以
後
の

平
和
を
求
め
る

動
き
と

も
つ

な

が
っ

て

い

る

と

思
う
が、

多
様
な

宗
教
と

ス

ピ

リ
チ
ュ

ア

リ

テ

ィ

が
連
携

し
つ

つ
、

グ
ロ

ー

バ

ル

な
市

民
社
会
で
一

定
の

役
割
を

果
た

す
可

能
性
が

見
え
て

来
て
い

る

の

か
も
し
れ
な
い

。

パ

ネ
ル

の

主
旨
と

ま
と
め

　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　

藤

本
　
龍
児

　

報
告
者
た
ち
は
、

以
前
に
も
別
の

場
所
で

本
テ

ー

マ

に
繋
が
る
シ

ン

ポ

ジ

ウ

ム

を
開
き、

今
後
も
同

様
の

テ

ー

マ

の

企
画
を

準
備
し
て

お

り
、

本

パ

ネ
ル

は
そ
の

中
間
発

表
と
し
て

位
置
づ

け
ら
れ
る

。

　

そ
も
そ

も
本
パ

ネ
ル

が
企

画
さ

れ
た

き
っ

か

け
は

「

ポ

ス

ト

世
俗
主

義
」

に

か
ん

す
る

現
在
の

理

解
が

、

非
常
に
一

面
的
な
も
の

に

な
っ

て

い

る

の

で

は
な
い

か
、

と

い

う
問
題
意
識
に

よ
る

も
の

で

あ
っ

た
。

ポ
ス

ト

世

俗
主

義
は
、

宀

示

教
復
興
を

事
実
と

し

て

認
識
し、

「

宗
教
」

を

肯
定

的

な
も
の

と
し
て

公
的
領
域
に

導
入

す
る

、

と
い

う
こ

と

の

み
を
指

す
の

で

は

な
い

。

そ
れ
だ

け
で

は

「

世

俗
／
宗
教
」

と

い

う
二

分
法
に

囚
わ
れ
た

ま
ま
に

な
り
か
ね
ず、

そ
こ

に

貼
り
合
わ
さ
れ
て

い

る

「

公
／
私
」

の

区

別
を
含
め
た

従
来
の

解

釈
図

式
や

イ
デ

オ
ロ

ギ
ー

を
根
本
か
ら
問
い

直
す

こ

と
は

で

き
な
い

。

だ

か
ら
こ

そ
、

本
パ

ネ
ル

は

「

ポ

ス

ト
世
俗

化
」

で

は

な
く

「

ポ
ス

ト
世
俗
主

義
」

を

掲
げ

、

公
共

性
と

の

関
係
を
問

う
た
の

で

あ
る

。

　

も
ち
ろ

ん
、

そ
う
し
た

試
み

を
お
こ

な

う
に

は
、

宗
教
学
の

み
な
ら

ず

政
治
学
に

ま
で

わ

た
る

考
察
を
必

要
と
し、

従
来
の

リ
ベ

ラ

リ
ズ

ム

に

よ

っ

て

構
成
さ
れ
て

き
た

「

公

共
性
」

の

概
念
を

見
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

そ
こ

で
、

公
共
性
の

議

論
に

詳
し
い

政
治

学
者
で

あ
り、

タ
ラ

ル
・

ア

サ
ド
の

翻
訳
者
で

も
あ
る

荊
田

真
司
氏
を
コ

メ

ン

テ

ー

タ

に

迎
え
た

。

茹
田
氏
は、

リ
ベ

ラ

リ
ズ
ム

の

理
論
を
打
ち
立
て

た

J
・

ロ

ー
ル

ズ

の

転

144（866）
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