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界
」

と

考
え
る

人
が

い

る
。

な
お
、

現
世
と

来
世
で

秩
序
の

善
意
と

悪
意

が

異
な
る

と

す
る

思
想
も
あ
り

、

た

と

え
ば

現
世
は

邪
悪
な
秩

序
が
支
配

し
、

来
世
を

善
良
な
秩
序
が

支
配

し
て

い

る
、

と

考
え
た
り
（
グ

ノ

ー

シ

ス

の
一

部

な
ど
）

、

現
世
は

楽
し
く、

来

世
は

暗
い

世

界
で

あ
る
、

と

考

え
た

り
す
る

（

古
代
ユ

ダ
ヤ

な

ど
）

。

　
「

善
い

社
会
」

の

思
考
実

験
が

教
え
る

教
訓
は
、

全
体
社

会
の

最
低
限

の

秩
序
（
合
法
性）

を

裏
付
け
る

最
終
的
な
審
級
が

求
め

ら

れ
、

そ
れ
は

「

人

類
」

「

新
」

「

普
遍
」

「

宇
宙
」

等
々

の

形

容
詞
を

持
ち
な
が
ら

、

「

宗

教
」

と

呼
ば
ざ
る

を

得
な
い

よ
う
な
も
の

と

な
る

、

と

い

う
こ

と
で

あ
る

。

イ
ン

タ

ー

ネ
ッ

ト
に

み

る

流
行
神

　
　

　
中
国
の

「

受
験
の

神
」

を
め
ぐ
っ

て

ー

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

黄
　
　
緑

萍

　

中
国
で

は
、

イ
ン

タ

ー

ネ
ッ

ト

の

普
及
に
よ

り、

そ
の

ユ

ー

ザ
ー

数
は

現
在
五
・

三

八

億
に
も
上
る

と
い

う
。

イ
ン

タ

ー
ネ
ッ

ト

は
、

あ
ら

ゆ

る

分
野
に

大
き
な
影
響
を

及
ぼ

し
て

お
り、

も
ち
ろ

ん

宗
教
も
そ

の

例
外
で

は

な
い

。

二

〇

〇
九

年、

女
性
歌

手
の

李

宇
春
を
モ

デ

ル

に
作
ら

れ
た

「

春
哥
」

と
い

う
「

受
験
の

神
」

が

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
に

現
れ

た
。

二

〇
〇

五

年
八

月、

二

十
一

歳
の

李
宇
春
は、

湖
南
テ

レ

ビ

の

歌
謡
コ

ン

テ

ス

ト

「

超
級
女
声
（
ス

ー

パ

ー

ガ
ー

ル

ご

で

優
勝
し
た

。

彼
女
は

そ
の

後
、

ポ

ッ

プ
ス

歌

手
と

し
て

活
発
な
活
動
を
続
け
て

い

る

が、

二

〇

〇

八

年
に

な

る

と
、

彼

女
に

因
ん
で

、

「

春
哥
」

（
日
本
語
の

意
味
は
「

春
兄
」）

及
び

「

春

哥
を

信
じ
れ

ば

試
験
に

落
ち
な
い
」

な
ど
の

文
句
が

ネ
ッ

ト
上
で

流

行
り
出
し
た

。

さ

ら
に

翌
年
に

は

ウ

ェ

プ

サ
イ

ト
「

豆

瓣
網
」

が

登

場

し
、

そ
の

中
の

「

春
哥
廟
」

と

称
す
る

祈
願
サ
イ
ト
に

は、

現
時
点
ま
で

七

千
件
以
上
の

祈
願
が

掲
載
さ
れ

、

そ

の

大
半
が

受
験
に

関
す
る
祈
願
で

あ
っ

た
。

「

春
哥
」

の

出

現
を

皮
切
り
に

、

以
後
「

範
進
」

、

「

考
神
」

な

ど

「

受
験
の

神
」

と
呼
ば

れ
る

神
々

が

イ
ン

タ

ー

ネ
ッ

ト
上
に

次
々

と

現

れ
、

人

々

の

祈
願
対
象
と

さ
れ
る

と

同
時
に、

メ

デ

ィ

ア

か
ら
も
注
目
を

集
め

て

い

っ

た
。

　
こ

れ

ら
の

「

受
験
の

神
」

に

関
し
て

は
、

新
た

な

社
会
現
象
と
し
て

中

国
の

学
者
が

関
心
を
寄
せ

て

い

る
。

し
か

し
そ
の

流
行
の

過
程
と
メ

カ

ニ

ズ

ム

に

言
及
す
る

研
究
は

、

管
見
の

及
ぶ

限
り
ま
だ

現
れ
て

い

な
い

。

本

研
究
は

、

こ

の
一

連
の

「

受
験
の

神
」

を

イ
ン

タ

ー

ネ
ッ

ト

時
代
の

流

行

神
と

し
て

取
り
上

げ
、

宮
田
登
に

よ

り

提
唱
さ
れ
た

流
行
神
の

定
義
に

則

り
（

宮
田
登

「

流

行
神
」

大
塚
民
俗
学
会
編
『

日
本
民
俗
事
典
』

　一

九
七

二
、

五

八

四
）
、

先
行
研
究
（
宮
田
登
『

近
世
の

流

行
神
』

一

九
七
二

、

鈴

木
岩

弓
『

「

流
行
神
」

の

形
成
と

そ
の

展
開
に

関
す
る

実
証
的
研

究

中
国
地
方
の

事
例
を
中

心
に

』

一

九

九
二
）

に
よ

っ

て

指
摘
さ

れ

た
、

従

来
日
本
に

見
ら
れ

て

き
た

流
行
神
現
象
と

比
較
し
な
が
ら
、

中
国
に

お

け

る
「

受
験
の

神
」

の

展
開
過
程
や
特
徴
を
明
ら
か
に

し
、

イ

ン

タ

ー

ネ
ッ

ト
時
代
に

お

け
る

流
行
神
の

特
徴
と

信

仰
の

傾
向
を
考
察
し
た

も
の

で

あ

る
。

　

具
体
的
に

は

「

受
験
の

神
」

と

さ
れ
る

神
々

の

展
開
過
程
を

ま
と

め
、

「

春
哥
」

に

対
す
る

祈
願
の

件
数、

行
為、

内
容
を
め

ぐ
っ

て

考
察
を

行

つ

た
。

こ

れ
を
こ

れ
ま
で

宮
田
と

鈴
木
に

よ
り
報
告
さ
れ
た

従
来
の

流

行

神
と
比
較
し
た
結
果、

中
国
の

「

受
験
の

神
」

の

特
徴
は

以
下
の

三

点
に

ま
と
め

る

こ

と
が
で

き
た
。

〈

 
急
速

な
は

や
り
と

数
多
く
の

祈
願
者
〉

ど
の

析
願

サ
イ
ト

も
開

設
さ
れ

た

後
す

ぐ
に

非
常
に

多
く
の

人
々

に

よ

り
、

数
多
く
の

祈
願
が

書
き

込
ま

れ、

急

速
に

流
行

り
出

し
た

。

そ

の
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後
、

急
速
に
人
気
が
衰
え
て

廃
れ
て

し
ま
っ

た

祈
願
サ
イ
ト
も

あ
れ

ば
、

現

在
ま
で

多
く
の

祈
願

者
を

抱
え
る

サ
イ
ト

も
あ
る

。

〈

 
祈
願
対

象
は

抽
象
的
な
も
の
V

祈
願
対

象
は
図
像
で

現
れ
た

場
合
も
あ
る

が
、

多
く
は

イ
ン

タ

ー

ネ
ッ

ト
と

い

う
バ

ー

チ

ャ

ル

な
世
界
に
限
定
さ
れ、

具
体
的
な

モ

ノ

の

形
で

現
れ
て

い

な
い

。

〈

 
宗
教

者
が

関
与
し

な
い

祈
願
者
の

自

発
的
行
為
〉

こ

れ
ら
の

祈

願
サ
イ
ト
に
は

宗
教
者
が
一

切
関
与
せ

ず、

い

ず
れ
も
祈
願
者
の

自
発
的
な
祈
願
行
為
と

し
て

成
立

し
て
い

る
。

　

ま
た
、

こ

れ
ら
の

「

受
験
の

神
」

の

出
現
は

中
国
の

宗
教
復

興
を
背
景

に
、

人
々

の

宗
教
的
需
要
の

増
加
を
基
盤
と
し

て

い

る
。

八
十

年
代
以
降

に

生
ま
れ

た

新
た
な

宗
教
的
ニ

ー

ズ
の
一

つ

と

し
て
、

「

難
し
い

大
学
受

験
に

合
格
す
る

た
め
の

祈
願
」

が
黄
強
に
よ

り
指
摘
さ
れ
て

い

る

（
黄
強

『

市
場
経

済
化
す
る

宗
教
　
　
中
国
上
海

市
に

お

け
る

道
教
の

変
遷
と

復

興
』

二

〇
一

〇
、

四
四
）

。

も
ち
ろ

ん
、

大
学

受
験
だ
け
で

は

な

く
、

「

難

し
い

各
種
受
験
に

合
格
す
る

た
め

の

祈
願
」

も

大
き
な
宗
教
的
二

ー

ズ
と

な
っ

て

い

る
。

そ
の
一

番
の

受
益
者
で

あ
る

大
学
受
験
生
と

大
学
生
を

は

じ
め

と

す
る

若
い

年
齢
層
は、

と

り
わ

け、

熟
知
し

て

い

る
イ
ン

タ
ー

ネ

ッ

ト
と

自
身
の

宗
教
的
二

i
ズ
を

結
び

つ

け
る

主

力
に

な
っ

て

い

る
。

今

後
は
、

中
国
の

宗
教
復
興
の

事
情
を
加
味
し

な
が
ら
、

イ
ン

タ

ー
ネ
ッ

ト

に

お
け
る

宗
教
の

新
た

な
動
向
に

注
目

し
、

日

本
の

事
例
と

の

比
較
検
討

を
行
っ

て

い

き
た
い

。

政
治
権
力
と
宗
教
権
威

　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　

米
井
　
輝
圭

　
ひ

と

つ

の

宗
教
が
政
治
に

ほ

と
ん

ど

包
摂
さ
れ
て

い

る

よ

う
に
み

え
て

い

る

よ

う
な
場
合
に
あ
っ

て

も、

そ
こ

に

独
自
の

権
威
を

保
と

う
と

す
る

力
が
働
く
か
ぎ

り、

一

個
の

「

宗
教
」

と

し
て

存
立
し

、

宗
教
的
権
威
を

発
揮
す
る
こ

と
は

可
能
で

あ
る

。

本
発

表
で

は
、

一

例
と

し
て

十
二

世
紀

の

陰
陽
道
を
と

り
あ
げ
て

、

政
治
の

場
に

お
け
る

意
志

決
定
の

プ
ロ

セ

ス

へ

の

関
与
と

い

う
機
会
を
通
し

て、

当

事
者
が
宗

教
と
し
て

の

権
威
を

維

持
し、

か
つ

主

張
し
て

い

こ

う
と
し

た
こ

と
を
検

証
す
る

。

　

当
時
の

神
祗

信
仰
や
仏
教
が

王

権
と

相
依
的
な

関
係
に

あ
っ

た
の

に

対

し
て
、

陰
陽
道
は

朝
廷
の
一

部
局
で

あ
る

陰
陽
寮

官
人
の

仕
事
と

さ
れ

て

お
り、

一

個
の

宗
教
と
し
て

の

自
立
性
は

弱
い

よ

う
に

し
ば

し

ば

思
わ
れ

て

い

る
。

し
か
し、

独
自
の

神
や

祭
儀
を

成
立
さ
せ、

信
者
と

執
行
者
と

が

信
念
と

儀
礼
の

場
に

お
い

て

結
ば

れ
て

い

る

と
い

う
意

味
に

お
い

て
、

そ
れ
は

宗
教
と

し
て

の

要
件
を
す
で

に
備
え
る

に

至
っ

て

い

た
。

そ
も

そ

も
令
制
に

お

い

て

陰
陽

寮
と
そ
の

職
掌
が

官
制
の

枠
内
の

み

に

と
ど
め

ら

れ

た

の

は
、

宗
教
た
る
べ

き
可
能
性
を

欠
い

て

い

た
か
ら
で

は

な
く

、

む

し
ろ
、

国
家
の

安
泰
を
も
脅
か
し
か

ね
な

い

危
険
な
宗
教

運
動
に

発
展
す

る．
要
因
を
は

ら
ん

で

い

た
ゆ

え
に

と
ら

れ

た

処
置
で

も
あ
っ

た
。

　

当
該
時
期
の

陰
陽
道
は、

官
人
と

し
て

の

陰
陽
師
が
担
っ

た
。

貴
族

社

会
の

上

層
部
に
位
置
し
て

は
い

な
か
っ

た
と

は

い

え、

政

治
的

な
意
志

決

定
に

お

い

て

は
、

そ
の

知
見
が
左
右
す
る

こ

と

に
な
っ

て

い

た
。

朝
儀
の

日

時
勘
申
の

場
合、

最
終
的
に

は

議
政
官
た

る

公
卿
が
判

断
を

下
す
が、

原

則
と
し
て

陰
陽

寮
の

提
出
し
た

候
補
か

ら
の

み
決
め

る
の

が

原
則
で

あ

り
、

上

卿
と
い

え
ど

も
勘
文
を
無
視
す
る

こ

と
は

出
来
な
か
っ

た
の

で

あ

る
。

そ

う
し
た

場
面
は

日
常
的
な
小

事
に

限
ら
れ

て

い

た
が

、

し
か
し
政

治
的
な

混
乱

期
に

は
、

陰
陽
師
が

重

大
な

決
定
を

左
右
す
る

よ

う
な
局
面

も

突
発
的
に

発
生

す
る

。

そ
こ

で

の

振
る

舞
い

方
次
第
で
、

権

威
を
高
め

る

か
逆
に
失
墜
さ
せ

る
か
が

問
わ

れ
る

よ

う
な
こ

と
も
起
っ

た
の

で

あ
る

。
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