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一 

韓
国
宗
教
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ 

 

「
礼
拝
、
聖
殿
、
聖
職
お
よ
び
教
団
と
い
う
面
か
ら
見
れ
ば
、
［
韓
国
の
］
一
般
の
人
々
は
偶
像
と
迷
信
を
信
奉
し
て
い
る
…
…
」
。

１
こ
れ
は
、
一
六
五
三
年
、
来
韓
し
た
オ
ラ
ン
ダ
の
ハ
ー
メ
ル(H

endrick H
am

el 

一
六
三
○
―
一
六
九
二)

が
韓
国
宗
教
に
つ
い
て
述

べ
た
言
葉
で
あ
る
。
西
洋
か
ら
来
た

初
の
外
部
観
察
者
で
あ
っ
た
彼
の
目
に
は
、
韓
国
宗
教
と
言
え
る
も
の
は
存
在
せ
ず
、
韓
国
に

は
説
教
も
学
習
も
存
在
し
な
い
よ
う
に
映
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
来
韓
し
た
オ
ペ
ル
ト(E. O

ppert)

、
ロ
ー
ウ
ェ
ル(P. L. Low

ell)

、

ギ
ル
モ
ア(G

. W
. G

ilm
ore)

の
よ
う
な
商
人
、
旅
行
者
、
宣
教
師
な
ど
も
類
似
の
証
言
を
残
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ユ
ダ
ヤ
‐
キ
リ
ス

ト
教
の
伝
統
に
お
け
る
「
宗
教(religion)

」
２
概
念
に
親
し
ん
だ
西
洋
人
の
目
に
は
、
巫
俗
や
儒
教
・
仏
教
な
ど
の
伝
統
で
示
さ
れ
る

当
時
の
韓
国
人
の
宗
教
は
、
ま
と
も
な
宗
教
に
は
映
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

宗
教
を
認
識
す
る
こ
と
は
、
直
接
・
間
接
的
に
、
人
々
の
経
験
し
た
も
の
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
宗
教
を
信
じ
る
人
で

あ
れ
、
信
じ
な
い
人
で
あ
れ
、
ま
た
、
い
か
な
る
宗
教
を
信
じ
る
か
に
関
わ
ら
ず
、
韓
国
人
は

高
の
神
的
存
在
な
る
「
ハ
ヌ
ニ
ム
」

を
、
お
お
む
ね
、
天
か
ら
降
り
て
き
た
、
白
い
外
套
を
ま
と
っ
た
白
い
髪
の
老
人
の
よ
う
に
想
像
す
る
。
白
人
ま
た
は
黒
人
と
し
て
想

像
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
行
っ
た
こ
と
の
な
い
砂
漠
を
彷
徨
う
存
在
と
し
て
は
決
し
て
想
像
し
な
い
の
で
あ
る
。 

 

今
日
に
お
い
て
も
、
西
洋
で
西
洋
人
の
経
験
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た “religion” 

の
定
義
を
韓
国
の
「
宗
教
」
の
定
義
と
し
て
、
そ

の
ま
ま
受
け
入
れ
、
使
用
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
韓
国
の
宗
教
現
象
を
分
析
し
、
理
解
す
る
に
は
一
定

の
限
界
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
韓
国
宗
教
の
定
義
は
、
何
よ
り
も
韓
国
人
が
経
験
し
た
も
の
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ

ま
り
、
「
宗
教
」
が
そ
の
字
義
的
意
味
か
ら
し
て
「
人
生
の
根
本
た
る
教
え
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
韓
国
宗
教
」
は
「
韓
国
人
が
生
を

営
む
上
で
、
信
じ
て
行
う
根
本
と
な
る
象
徴
体
系
」
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
ら
ば
、
具
体
的
に
そ
れ
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
だ

ろ
う
か
。 

 

「
韓
国
宗
教
」
を
論
じ
る
場
合
、
し
ば
し
ば
「
韓
国
の
宗
教
」
す
な
わ
ち
「
韓
国
に
存
在
す
る
宗
教
」
３
が
主
に
論
じ
ら
れ
る
。
つ
ま

り
、
韓
国
に
生
き
て
い
る
巫
俗
、
儒
教
、
仏
教
、
道
教
、
キ
リ
ス
ト
教
及
び
い
わ
ゆ
る
「
新
宗
教
」
の
よ
う
な
個
別
宗
教
を
具
体
的
伝

統
の
文
脈
で
並
べ
さ
え
す
れ
ば
「
韓
国
宗
教
」
が
論
じ
ら
れ
た
と
す
る
。
単
純
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
も
実
際
、
一
つ
の
方
法
に
は
な
れ

る
と
思
う
。 

 

し
か
し
問
題
は
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
宗
教
伝
統
が
、
実
は
外
か
ら
伝
来
し
た
点
に
あ
る
。
日
本
の
神
道
、
ま
た
は
中
国
の
儒
教
や
道

教
の
よ
う
に
、
固
有
の
起
源
を
持
ち
「
世
界
宗
教
」
と
し
て
の
代
表
性
を
有
す
る
宗
教
が
韓
国
に
は
無
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
巫
俗

は
シ
ベ
リ
ア
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
か
ら
、
儒
教
・
仏
教
・
道
教
は
中
国
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
は
西
洋
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
伝
来
し
た
も
の

で
あ
り
、
天
道
教

チ
ョ
ン
ド
ギ
ョ
ウ

や
甑
山
教

ヅ
ン
サ
ン
ギ
ョ
ウ

な
ど
一
部
の
新
宗
教
は
、
形
式
の
上
で
は
、
固
有
の
起
源
を
有
す
る
が
、
韓
国
を
代
表
す
る
に
は
あ
ま
り

に
も
小
さ
な
宗
教
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
韓
国
に
は
「
韓
国
宗
教
」
と
呼
べ
る
も
の
が
無
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
主
張
さ
え
あ
る
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
韓
国
の
こ
れ
ら
の
諸
宗
教
は
、
伝
来
先
の
本
来
の
姿
に
比
べ
て
韓
国
的
な
独
自
性
を
欠
い
て
い
る
た
め
に
、
「
韓
国

宗
教
」
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
い
っ
そ
う
成
立
し
に
く
い
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。 

 

こ
れ
ら
の
主
張
に
も
一
理
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
独
自
性
と
い
う
も
の
は
極
め
て
相
対
的
な
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

概
し
て
言
え
ば
、
シ
ベ
リ
ア
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
同
様
に
韓
国
の
巫
俗
に
も
「
憑
依
／
神
が
か
り(possession)

」
現
象
は
あ
る
が
、
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（
シ
ベ
リ
ア
の
）
シ
ャ
ー
マ
ン
が
し
ば
し
ば
火
を
扱
い
、
魂
の
旅
（soul journey

）
を
す
る
の
に
対
し
て
、
韓
国
の
巫
堂
が
治
病
の
道

具
と
し
て
鈴
や
鏡
を
使
い
、
「
刃
渡
り
」
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
な
相
違
点
で
あ
る
。
ま
た
、
儒
教
の
経
学
や
儀
礼
は
中
国
か

ら
伝
来
し
た
が
、
孔
子
を
追
慕
す
る
い
わ
ば
「
釈
奠
祭
」
を
は
じ
め
と
す
る
儒
教
の
伝
統
は
、
今
日
で
は
中
国
よ
り
も
む
し
ろ
韓
国
で

よ
り
よ
く
保
た
れ
て
い
る
一
方
で
、
道
教
の
十
長
生
の
象
徴
〔
訳
者
注
：
長
寿
を
象
徴
す
る
十
種
の
も
の
。
太
陽
、
山
、
水
、
石
、
雲
、

松
、
不
老
草
、
亀
、
鶴
、
鹿
〕
は
、
中
国
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
韓
国
仏
教
寺
刹
の
山
神
閣
や
七
星
閣
な
ど
も
民
間
信

仰
と
の
独
特
な
結
合
を
示
す
も
の
で
、
こ
れ
も
中
国
に
は
無
い
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
韓
国
の
カ
ト
リ
ッ
ク
は
、
単
な
る
宣
教
の
結

果
で
は
な
く
、
韓
国
人
自
ら
が
中
国
に
出
向
い
て
、
積
極
的
に
持
ち
帰
っ
た
と
い
う
独
特
な
歴
史
を
誇
り
に
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
韓

国
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
は
、
日
本
や
中
国
と
は
異
な
り
、
百
年
足
ら
ず
の
間
に
爆
発
的
な
成
長
を
成
し
遂
げ
、
「
夜
明
け
の
祈

祷
会
」
や
信
者
を
訪
問
す
る
「
尋
訪

シ
ン
バ
ン

」
な
ど
の
独
特
な
儀
礼
形
式
を
創
出
し
た
こ
と
は
強
調
に
値
す
る
。
右
記
の
事
例
の
よ
う
に
、
多

く
の
相
違
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
相
違
点
を
視
野
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
「
韓
国
宗
教
」
は
そ
れ
な
り
の
独
自

性
を
有
す
る
と
主
張
す
る
こ
と
も
で
き
る
。 

 

他
方
、
「
韓
国
宗
教
」
を
、
巫
俗
と
い
う
基
層
に
蓄
積
さ
れ
た
複
数
の
宗
教
伝
統
の
単
な
る
寄
せ
集
め
と
見
る
よ
り
は
、
そ
れ
自
体

を
一
つ
の
総
体
的
な
概
念
と
し
て
捉
え
、
「
韓
国
宗
教
一
般
」
な
い
し
は
「
全
体
と
し
て
の
韓
国
宗
教
」
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
い

っ
そ
う
重
要
で
あ
る
。
４
つ
ま
り
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
、
儒
教
、
仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
が
伝
来
し
て
「
韓
国
宗
教
」
を
形
成
し
た

の
で
は
な
く
、
本
来
韓
国
人
の
宗
教(

心)

性
と
い
う
も
の
５
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
伝
来
宗
教
の
枠
組
み
に
浸
透
し
て
、
そ
の
姿
を
変
貌

し
た
に
過
ぎ
な
い
と
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
結
局
、
「
韓
国
宗
教
」
は
、
い
く
つ
か
の
宗
教
の
羅
列
で
は
な
く
、
本
来
一
つ
の
、

捉
え
に
く
い
抽
象
的
概
念
で
あ
り
、
伝
来
の
諸
宗
教
は
、
韓
国
人
の
原
初
的
な
宗
教(

心)

性
を
受
け
と
め
、
そ
れ
に
具
体
的
な
形
態
を

与
え
る
器
に
過
ぎ
な
い
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、
「
韓
国
宗
教
」
は
様
々
な
宗
教
の
姿
を
と
る
た
め
に
多
元
的
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
本
来
一
つ
で
あ
っ
た
宗

教(

心)

性
の
現
れ
で
あ
る
た
め
に
、
一
人
の
個
人
が
幾
つ
か
の
宗
教
に
関
わ
り
、
重
層
的
な
姿
を
取
る
の
も
ま
た
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
韓
国
人
は
、
生
を
営
む
上
で
困
難
な
境
遇
に
遭
わ
さ
れ
る
と
、
現
実
的
な
過
ち
を
祓
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
捉
え
た
り
（
巫

俗
）
、
現
実
そ
の
も
の
を
理
想
的
徳
目
に
照
ら
し
て
反
省
し
た
り
（
儒
教
）
、
ま
た
は
、
幻
想
と
し
て
否
定
し
た
り
（
仏
教
）
し
な
が

ら
生
を
生
き
る
。
時
に
は
、
終
末
論
的
な
未
来
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
よ
っ
て
現
実
の
苦
痛
に
正
常
性
（norm

ality

）
を
与
え
る
こ
と
で
現

実
を
耐
え
る
場
合
も
あ
る
（
キ
リ
ス
ト
教
）
。
つ
ま
り
様
々
な
宗
教
と
出
会
い
、
救
い
を
得
る
方
法
が
多
様
化
さ
れ
、
ど
れ
を
取
る
か

と
い
う
面
で
葛
藤
も
あ
る
が
、
本
来
同
一
の
宗
教(

心)

性
に
由
来
す
る
一
つ
の
韓
国
宗
教
で
あ
る
た
め
、
根
本
的
な
生
の
難
関
を
乗
り

越
え
よ
う
と
す
る
モ
チ
ー
フ
は
同
じ
で
あ
る
。
あ
る
意
味
で
は
、
一
つ
の
宗
教
を
絶
対
的
に
信
奉
す
る
よ
り
は
、
状
況
に
合
わ
せ
て
宗

教
を
選
ん
で
生
き
る
の
で
あ
り
、
生
へ
の
切
実
さ
を
優
先
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。 

 

西
洋
人
は
韓
国
宗
教
の
こ
の
よ
う
な
複
雑
な
様
相
を
極
め
て
理
解
し
が
た
く
、
特
異
な
も
の
と
見
て
き
た
６
。
し
た
が
っ
て
、
多
く

の
学
者
は
こ
の
よ
う
な
重
層
的
多
元
性
を
、
他
の
国
に
は
存
在
し
な
い
韓
国
宗
教
の

も
著
し
い
特
徴
と
し
て
挙
げ
て
き
た
。
し
か
し
、

こ
れ
は
韓
国
宗
教
の
み
に
独
特
な
特
徴
で
は
な
い
。
日
本
や
中
国
に
お
い
て
も
類
似
の
複
雑
さ
や
多
元
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、

韓
国
宗
教
の
重
層
的
多
元
性
に
は
、
巫
俗
お
よ
び
儒
教
・
仏
教
の
み
な
ら
ず
、
西
洋
の
宗
教
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
が
、
相
当
に
深
く
関

わ
っ
て
い
る
と
い
う
点
が
日
本
や
中
国
と
異
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
韓
国
の
場
合
は
、
東
洋
宗
教
と
西
洋
宗
教
の
要
素
が
ほ
ぼ
同
じ

比
率
で
重
層
的
多
元
性
を
構
成
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。 
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二 

近
代
化
と
韓
国
宗
教
概
念
の
変
化 

 

韓
国
人
の
宗
教(

心)

性
は
、
長
い
年
月
を
経
て
反
復
的
に
独
特
な
要
素
を
生
み
出
し
て
き
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
韓
国
宗
教
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
成
立
の
上
で
、
そ
れ
ら
が
下
に
沈
ん
で
い
た
と
も
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
人
間
は
生
を
常
に
状
況
に
応
じ
て
多

様
に
経
験
す
る
。
ま
た
、
人
間
の
宗
教
認
識
が
経
験
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
経
験
が
変
化
す
れ
ば
宗
教
認
識
も
変
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

韓
国
に
お
い
て
も
、
近
代
化
の
経
験
は
宗
教
概
念
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
何
よ
り
も
、
伝
統
社
会
に
お
い
て
は
未
分
化
だ
っ

た
韓
国
宗
教
は
、
近
代
化
の
過
程
で
分
化
し
概
念
自
体
が
変
化
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

例
え
ば
、
伝
統
社
会
の
鄕
校
や
書
院
の
よ
う
な
学
校
は
、
生
徒
を
教
え
る
講
授
機
能
の
み
な
ら
ず
、
祠
堂
が
置
か
れ
、
古
の
聖
賢
を

祭
祀
す
る
重
要
な
享
祀
機
能
を
併
せ
持
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
単
に
教
え
を
学
ぶ
場
所
で
あ
る
よ
り
は
、
地
域
の
精
神
的
な
支
柱

と
し
て
の
宗
教
の
一
部
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
近
代
化
に
伴
い
、
西
欧
の
教
育
制
度
が
導
入
さ
れ
て
か
ら
は
、
近
代
式
学
校
で
は
知
識

伝
達
が
主
な
目
的
と
な
り
、
こ
う
し
た
享
祀
機
能
は
消
え
て
い
く
。
つ
ま
り
、
宗
教
と
絡
み
合
っ
て
未
分
化
の
状
態
で
あ
っ
た
教
育
が

独
自
の
領
域
を
確
立
し
た
際
、
宗
教
は
教
育
の
領
域
で
は
も
は
や
力
を
な
く
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
教
育
の
立
場
か
ら
い
え
ば
、

こ
れ
は
一
種
の
世
俗
化
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
宗
教
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
世
俗
的
な
教
育
を
も
総
称
し
て
き
た
包

括
的
な
象
徴
体
系
か
ら
非
本
質
的
で
副
次
的
な
教
育
が
取
り
除
か
れ
る
一
種
の
徹
底
し
た
純
粋
化
の
過
程
で
も
あ
っ
た
と
い
え
る
。 

 

医
療
の
領
域
に
お
い
て
も
状
況
は
同
様
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
伝
統
社
会
の
韓
国
人
は
、
疾
病
を
寃
魂
や
疫
神
の
せ
い
と
し
、
病
気

を
癒
す
た
め
に
巫
堂
を
招
い
て
病
ク
ッ
を
行
っ
て
き
た
。
ま
た
、
伝
統
の
韓
医
学
も
天
人
合
一
に
基
づ
き
、
大
宇
宙
な
る
自
然
に
由
来

す
る
陰
陽
五
行
の
原
理
が
小
宇
宙
な
る
人
間
の
体
に
も
そ
の
ま
ま
適
用
さ
れ
る
と
い
う
基
本
前
提
に
立
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
治

療
は
相
当
に
宗
教
的
な
内
容
を
含
み
、
一
方
、
宗
教
は
治
療
の
際
の
救
済
の
方
法
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
両
者
は
未
分

化
の
状
態
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
近
代
化
以
降
、
西
欧
の
医
療
制
度
が
一
般
化
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
治
療
は
合

理
化
・
専
門
化
さ
れ
る
。
近
代
式
病
院
で
は
医
療
行
為
が
宗
教
的
要
素
と
は
無
関
係
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
、
医
療
も
宗

教
か
ら
分
化
し
た
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
幅
と
ゆ
と
り
を
持
っ
た
伝
統
的
な
宗
教
概
念
が
、
近
代
化
に
伴
い
副
次
的
と
見
な
さ

れ
る
治
療
の
要
素
を
切
り
離
し
、
明
ら
か
に
縮
小
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。 

 

伝
統
社
会
に
お
い
て
は
、
政
治
も
ま
た
宗
教
と
未
分
化
だ
っ
た
。
国
家
の
基
本
は
儒
教
の
理
念
に
基
づ
き
、
官
僚
が
儒
教
的
な
徳
目

を
も
っ
て
民
を
治
め
る
こ
と
だ
っ
た
。
し
か
し
、
近
代
化
に
伴
い
、
政
治
と
宗
教
は
憲
法
の
上
で
分
離
さ
れ
た
。
国
教
と
い
う
も
の
は

許
さ
れ
ず
、
政
治
行
為
が
宗
教
と
は
無
関
係
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
修
身
斉
家
か
ら
治
国
平
天
下
ま
で
を
は
ば
広
く
支
え
て
い
た

儒
教
の
伝
統
的
な
宗
教
概
念
は
も
は
や
適
用
さ
れ
な
い
。
政
治
的
要
素
を
も
包
括
し
て
き
た
従
来
の
宗
教
概
念
は
、
よ
り
い
っ
そ
う
単

純
化
さ
れ
、
小
さ
く
な
っ
た
。 

 

近
代
化
以
降
の
韓
国
宗
教
の
概
念
は
、
社
会
的
分
化
を
経
な
が
ら
急
激
に
変
化
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
宗
教
と
い
え
ば
、

当
然
の
ご
と
く
思
い
浮
か
べ
ら
れ
た
「
教
」
「
治
療
」
「
治
世
（
秩
序
維
持
）
」
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
は
弱
く
な
り
、
も
っ
ぱ
ら
、
生

を
正
し
く
生
き
る
た
め
に
信
じ
、
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
根
本
と
な
る
象
徴
体
系
と
し
て
の
み
語
ら
れ
る
。
宗
教
の
論
議
が
社
会

制
度
的
次
元
よ
り
は
、
個
人
的
な
真
理
や
信
仰
お
よ
び
救
済
論
的
な
関
心
事
に
移
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

も
ち
ろ
ん
、
近
代
化
に
伴
い
、
宗
教
関
連
の
領
域
の
み
が
分
化
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
分
化
は
、
社
会
全
般
に
か
け
て
行
わ

れ
、
特
に
、
身
分
制
度
の
分
化
は
宗
教
に
と
っ
て
も
重
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
か
つ
て
は
儒
教
的
伝
統
に
安
住
し
て
き
た
士
大
夫
の
両

班
層
と
、
人
間
的
な
尊
厳
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
常
民
層
と
に
両
極
化
さ
れ
て
い
た
階
層
社
会
だ
っ
た
が
、
庶
子
の
出
自

で
あ
っ
て
も
専
門
知
識
を
得
て
、
技
術
職
や
鄕
吏
と
な
り
、
こ
う
し
て
構
成
さ
れ
た
新
し
い
身
分
階
層
で
あ
っ
た
中
人
層
は
、
新
し
い
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社
会
秩
序
へ
の
索
引
車
の
役
割
を
果
た
し
、
そ
の
実
現
を
予
告
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
近
代
化
の
時
期
に
西
洋
か
ら
導
入
さ
れ
た

進
化
論
は
、
社
会
的
性
格
を
帯
び
な
が
ら
、
両
班
と
常
民
の
間
に
徹
底
し
て
い
た
非
連
続
的
な
隔
た
り
を
埋
め
る
役
割
を
担
っ
た
。
近

代
以
降
の
こ
う
し
た
身
分
制
度
の
崩
壊
に
よ
る
状
況
の
急
変
は
、
韓
国
宗
教
の
担
い
手
に
も
意
味
深
い
変
化
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ

た
。 

 

何
よ
り
も
、
宗
教
は
士
大
夫
の
両
班
層
の
独
占
的
な
文
化
で
あ
っ
た
も
の
が
、
す
べ
て
の
階
層
の
人
々
が
享
受
す
る
こ
と
の
で
き
る

基
本
権
利
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
身
分
の
階
層
に
関
わ
ら
ず
誰
で
も
が
、
自
由
に
宗
教
を
信
じ
、
自
己
の
宗
教
的
な
立

場
を
表
明
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
「
宗
教
の
大
衆
化
」
７
と
も
い
え
る
一
つ
の
大
き
な
潮
流
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
結
局
、

韓
国
人
す
べ
て
が
「
ホ
モ
・
レ
リ
ギ
オ
ー
ス
ス
（hom

o religiosus

）
」
た
る
こ
と
の
確
認
を
求
め
る
韓
国
的
宗
教
概
念
の
普
遍
化
の
契

機
が
整
え
ら
れ
た
と
も
い
え
る
。
伝
統
宗
教
に
比
べ
て
近
代
以
降
の
宗
教
が
、
平
信
徒
を
中
心
と
す
る
教
団
活
動
を
活
性
化
す
る
こ
と

の
で
き
た
背
景
に
は
、
こ
の
よ
う
な
社
会
変
化
が
関
係
し
て
い
る
。 

 

他
方
、
近
代
化
に
伴
っ
て
韓
国
宗
教
に
生
じ
た
も
う
一
つ
の
重
要
な
変
化
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
共
に
流
入
し
た
西
欧
文
化
に
起
因
す

る
。
こ
れ
は
、
基
層
的
な
巫
俗
信
仰
の
上
に
、
漢
字
文
化
が
中
国
か
ら
輸
入
さ
れ
て
以
来
、
お
よ
そ
二
千
年
の
間
に
持
続
し
な
が
ら
形

成
さ
れ
た
儒
仏
道
三
教
の
伝
統
宗
教
中
心
の
宗
教
地
形
に
大
々
的
な
地
殻
変
動
が
生
じ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
観
点
か
ら

す
る
と
、
政
治
的
な
王
朝
史
と
は
異
な
り
、
韓
国
宗
教
史
は
、
大
別
し
て
中
国
宗
教
文
化
と
西
欧
宗
教
文
化
の
導
入
と
い
う
二
つ
の
大

変
革
を
基
準
に
し
て
三
つ
の
時
期
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
は
、
韓
国
人
の
宗
教(

心)

性
が
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的
な
信
仰
の
枠

組
み
で
示
さ
れ
た
巫
俗
の
時
代
で
あ
り
、
第
二
は
、
そ
れ
が
中
国
か
ら
伝
来
し
た
儒
仏
道
に
受
容
さ
れ
た
伝
統
宗
教
の
時
代
で
あ
り
、

第
三
は
、
西
欧
の
キ
リ
ス
ト
教
が
受
容
さ
れ
、
韓
国
人
の
宗
教(

心)

性
が
既
存
の
東
洋
的
な
局
地
性
を
打
破
し
、
世
界
的
次
元
の
通
文

化
的
（cross-cultural

）
様
相
を
帯
び
る
よ
う
に
な
っ
た
多
宗
教
の
時
代
で
あ
る
。 

 

結
局
、
キ
リ
ス
ト
教
と
の
出
会
い
は
、
韓
国
宗
教
の
概
念
に
全
く
新
し
い
可
能
性
を
開
い
た
の
で
あ
る
。
崔
済
愚

チ
ェ
・
ジ
ェ
ウ

（
一
八
二
四
―
一

八
六
四
）
の
東
学
が
登
場
し
た
の
も
ま
さ
に
こ
う
し
た
歴
史
的
な
文
脈
か
ら
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
韓
国
人
は
全
く
異
な
っ
た
キ

リ
ス
ト
教
に
出
会
っ
て
初
め
て
自
ら
も
「
ハ
ヌ
ニ
ム
」
に
仕
え
る
宗
教
を
創
造
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
そ
れ
が
様
々
な
土
着
の
宗

教
を
唱
導
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
宗
教
象
徴
体
系
に
お
け
る
本
質
的
な
変
化
を
招
い
た
。
例
え
ば
、
従
来
は
な

か
っ
た
化
神(Incarnation)

の
概
念
が
姜
甑
山

カ
ン
・
ヅ
ン
サ
ン

（
一
八
七
一
―
一
九
○
九
）
を
通
じ
て
初
め
て
現
わ
れ
、
接
主
制
度
な
ど
キ
リ
ス
ト
教
の

教
区
制
度
に
類
似
し
た
信
仰
共
同
体
の
制
度
化
も
始
ま
っ
た
。
結
果
的
に
、
近
代
以
降
の
韓
国
人
の
宗
教
経
験
は
伝
統
社
会
の
そ
れ
と

は
ず
い
ぶ
ん
と
異
な
っ
た
複
雑
な
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

し
た
が
っ
て
、
反
復
的
に
、
か
つ
独
特
な
形
で
現
れ
な
が
ら
も
力
動
的
に
変
化
し
て
き
た
韓
国
宗
教
の
捉
え
に
く
い
微
妙
な
概
念
を
、

一
つ
か
二
つ
の
特
徴
だ
け
を
取
り
挙
げ
て
無
理
に
説
明
す
る
こ
と
は
還
元
主
義
に
陥
る
危
険
性
を
孕
む
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
独
特
な

経
験
に
基
づ
く
韓
国
宗
教
概
念
の
変
化
は
、
西
欧
的
な“religion”

の
概
念
と
は
ほ
ぼ
無
関
係
の
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
西
欧
的

な
観
点
か
ら
は
理
解
し
に
く
い
要
素
が
あ
ま
り
に
も
多
く
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

  
 
 
 

三 

近
代
韓
国
宗
教
学
の
展
開 

 

他
方
、
韓
国
宗
教
を
深
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、
従
来
の
韓
国
宗
教
に
関
す
る
研
究
を
検
討
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
、

韓
国
宗
教
に
関
す
る
客
観
的
研
究
を
初
め
て
切
り
開
い
た
の
は
西
洋
人
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
好
奇
心
と
ロ
マ
ン
に
満
ち
た
関
心
、
ま

た
は
キ
リ
ス
ト
教
の
宣
教
と
い
う
、
本
来
か
ら
す
れ
ば
、
非
学
問
的
な
意
図
を
も
っ
て
見
慣
れ
な
い
地
に
や
っ
て
来
た
。
は
じ
め
は
、
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韓
国
に
宗
教
は
存
在
し
な
い
、
存
在
す
る
と
し
て
も
迷
信
の
み
だ
と
捉
え
て
い
た
彼
ら
は
、
し
か
し
、
時
間
が
経
つ
に
つ
れ
て
、
韓
国

の
伝
統
的
な
諸
宗
教
に
深
い
関
心
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
。
特
に
ジ
ョ
ー
ン
ズ
（G

. H
. Jones 

一
八
六
七
―
一
九
一
九
）
、
ハ
ル
バ

ー
ト
（H

. B. H
ulbert 

一
八
六
三
―
一
九
四
九
）
、
ク
ラ
ー
ク
（C. A

. Clark 

一
八
七
八
―
一
九
六
一
）
な
ど
宣
教
師
た
ち
が
中
心

に
な
っ
て
研
究
す
る
に
つ
れ
、
韓
国
宗
教
の
理
解
が
極
め
て
キ
リ
ス
ト
教
的
に
偏
向
し
た
傾
向
は
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
な
り
に
韓
国
宗

教
が
持
つ
根
本
的
な
象
徴
体
系
を
見
出
し
、
純
粋
な
る
宗
教(

心)

性
自
体
の
重
要
性
を
想
起
さ
せ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
よ
っ
て
、

「
宗
教
学
は
宗
教
を
研
究
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
基
本
前
提
を
西
洋
人
は
韓
国
宗
教
学
に
初
め
か
ら
上
手
に
刻
印
さ
せ
た
と
も
言

え
よ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
宗
教
学
は
宗
教
に
関
連
す
る
歴
史
や
哲
学
、
ま
た
は
社
会
的
機
能
や
文
化
的
な
影
響
な
ど
の
研
究
よ
り
は
、

や
は
り
宗
教
そ
れ
自
体
に
ま
ず
焦
点
を
合
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
教
え
た
の
で
あ
る
。
特
に
、
西
洋
人
が
巫
俗
と
並
ん
で
韓

国
の
民
間
信
仰
を
研
究
し
始
め
て
か
ら
は
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
い
う
大
き
な
枠
の
中
で
そ
れ
ら
を
理
解
し
よ
う
と
し
た
初
期
の
研
究

に
は
、
儒
教
と
祖
先
崇
拝
を
区
分
し
て
別
の
も
の
と
捉
え
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。 

 

解
放
後
に
も
多
く
の
西
洋
人
が
韓
国
宗
教
を
研
究
し
、
多
様
な
領
域
か
ら
専
門
的
な
学
者
を
輩
出
し
て
き
た
。
西
洋
人
は
、
あ
る
特

定
の
方
法
論
を
強
要
す
る
よ
り
は
、
韓
国
宗
教
の
現
象
と
資
料
自
体
を
重
要
視
し
た
。
し
か
し
、
総
体
的
な
韓
国
宗
教
一
般
に
関
心
を

持
ち
、
普
遍
的
な
理
念
化
を
試
み
た
西
洋
の
学
者
は
あ
ま
り
い
な
い
。
多
く
の
場
合
は
、
様
々
な
個
別
宗
教
伝
統
を
扱
っ
た
が
、
そ
の

中
で
と
り
わ
け
韓
国
の
宗
教
を
、
日
本
お
よ
び
中
国
の
宗
教
と
区
別
し
て
、
そ
の
違
い
を
捉
え
始
め
た
点
は
示
唆
す
る
と
こ
ろ
が
大
き

い
。 

 

し
か
し
、
韓
国
宗
教
に
対
す
る
研
究
が
本
格
的
に
学
問
的
な
普
遍
性
を
確
立
す
る
過
程
で
は
日
本
人
学
者
の
貢
献
も
大
き
い
。
も
ち

ろ
ん
、
植
民
統
治
と
い
う
明
ら
か
に
実
用
的
な
目
的
の
下
で
、
文
化
的
な
優
越
主
義
を
帯
び
た
研
究
で
あ
っ
た
点
な
ど
は
今
日
に
お
い

て
も
批
判
さ
れ
て
い
る
が
、
各
種
の
文
献
お
よ
び
調
査
資
料
の
体
系
化
と
学
術
的
な
専
門
化
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
否
定
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
ま
た
、
官
主
導
の
研
究
で
あ
っ
て
、
純
粋
な
学
術
的
関
心
で
は
な
く
、
政
策
樹
立
の
た
め
の
業
績
本
位
主
義
が
目
立
ち
、

資
料
自
体
が
歪
曲
さ
れ
た
場
合
も
多
く
見
ら
れ
る
が
、
同
時
に
韓
国
宗
教
全
般
に
関
す
る
深
く
開
拓
的
な
研
究
も
多
か
っ
た
。 

 

三
品
彰
英
（
一
九
○
二
―
一
九
七
一
）
の
韓
国
古
代
信
仰
に
対
す
る
研
究
、
高
橋
亨
（
一
八
七
八
―
一
九
六
七
）
の
朝
鮮
時
代
の
宗

教
に
対
す
る
文
献
研
究
、
江
田
俊
雄
（
一
八
九
八
―
一
九
五
七
）
を
初
め
と
す
る
学
者
ら
の
韓
国
仏
教
に
対
す
る
文
献
資
料
の
体
系
化
、

ま
た
、
村
山
智
順
（
一
八
九
一
―
一
九
六
八
）
の
『
朝
鮮
の
鬼
神
』
（
一
九
二
九
年
）
を
初
め
と
し
、
風
水
、
占
卜
な
ど
様
々
な
民
間

信
仰
、
そ
し
て
新
宗
教
の
資
料
の
体
系
的
な
集
大
成
な
ど
は
、
そ
れ
ぞ
れ
限
界
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
時
代
の
日
本
人
に

よ
る
優
れ
た
研
究
と
し
て
、
今
日
に
お
い
て
も
読
ま
れ
る
韓
国
宗
教
学
の
貴
重
な
古
典
で
あ
る
。 

 

そ
れ
以
上
に
、
韓
国
宗
教
学
に
理
論
的
・
方
法
論
的
な
面
に
お
い
て

も
重
要
な
貢
献
を
し
た
日
本
人
は
や
は
り
赤
松
智
城
（
一
八

八
六
―
一
九
六
○
）
と
秋
葉
隆
（
一
八
八
八
―
一
九
五
四
）
で
あ
る
。
赤
松
智
城
は
、
（
今
日
の
ソ
ウ
ル
大
学
の
前
身
で
あ
る
）
京
城

帝
国
大
学
に
、
一
九
二
七
年
、

初
の
宗
教
学
の
教
授
と
し
て
赴
任
し
、
特
定
宗
教
の
護
教
的
な
研
究
で
は
な
い
、
い
わ
ゆ
る
「(

比
較)

宗
教
学
」
に
該
当
す
る
、
客
観
的
な
宗
教
学
の
諸
講
座
を
設
け
、
韓
国
宗
教
学
に
普
遍
的
な
学
問
体
系
を
立
て
た
。
『
輓
近
宗
教
学
説

の
研
究
』
（
一
九
二
九
年
）
は
、
当
時
西
欧
で
展
開
さ
れ
て
い
た
宗
教
学
的
な
傾
向
を
体
系
的
に
整
理
し
紹
介
し
た
だ
け
で
な
く
、
多

様
な
補
助
科
学
（
言
語
学
、
心
理
学
、
人
類
学
、
社
会
学
）
的
研
究
の
重
要
性
を
覚
醒
さ
せ
た
。
韓
国
の
多
く
の
学
者
は
、
西
洋
宗
教

学
の
理
論
を
西
洋
か
ら
直
接
習
得
す
る
よ
り
は
、
彼
の
本
を
通
し
て
接
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。 

 

そ
の
翌
年
の
一
九
二
八
年
、
京
城
帝
大
に
赴
任
し
た
秋
葉
隆
は
、
そ
の
前
に
、
英
国
の
ロ
ン
ド
ン
大
学
で
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
（B. 

M
alinow

ski

）
な
ど
と
共
に
研
究
し
て
い
た
。
彼
は
、
特
に
社
会
人
類
学
の
方
法
論
を
導
入
し
、
韓
国
巫
俗
に
対
す
る
「
集
中
的
調
査
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研
究
」
を
行
っ
た
。
従
来
の
研
究
が
文
献
的
・
歴
史
的
研
究
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
秋
葉
隆
の
韓
国
巫
俗
研
究
は
、

宗
教
的
内
容
よ
り
は
、
そ
の
機
能
的
側
面
を
重
視
し
な
が
ら
、
日
本
お
よ
び
満
州
・
蒙
古
・
北
方
ア
ジ
ア
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
比
較

研
究
を
目
指
す
普
遍
主
義
的
性
格
を
帯
び
て
い
た
。
こ
う
し
た
比
較
の
観
点
か
ら
の
普
遍
性
の
探
求
は
、
韓
国
宗
教
学
が
局
地
性
を
脱

皮
し
、
世
界
的
に
通
用
す
る
よ
う
に
な
る
重
要
な
要
素
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
観
点
は
、
一
九
七
○
年
代
以
降
、
エ
リ
ア
ー
デ
流
の
西

洋
宗
教
学
が
本
格
的
に
導
入
さ
れ
て
か
ら
は
、
一
層
強
調
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。 

 

こ
う
し
た
外
国
人
に
よ
る
研
究
に
比
べ
て
、
韓
国
人
に
よ
る
韓
国
宗
教
研
究
が
主
体
的
な
観
点
か
ら
実
存
的
な
理
解
を
求
め
た
の
は

当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
日
帝
の
強
制
占
領
期
に
お
い
て
民
族
の
魂
を
蘇
ら
せ
よ
う
と
す
る
朴
殷
植

パ
ッ
・
ウ
ン
シ
ッ

（
一
八
五
六
―
一
九
二

六
）
、
申
采
浩

シ
ン
・
チ
ェ
ホ

（
一
八
八
○
―
一
九
三
六
）
な
ど
民
族
主
義
的
な
歴
史
学
者
ら
の
宗
教
研
究
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ

う
し
た
研
究
は
し
ば
し
ば
我
田
引
水
式
の
資
料
考
証
に
よ
り
、
国
粋
主
義
に
陥
る
き
ら
い
も
あ
っ
て
、
客
観
的
な
韓
国
宗
教
学
を
保
つ

に
は
困
難
が
多
か
っ
た
。
８ 

 

さ
ら
に
、
学
問
的
な
普
遍
性
に
開
か
れ
た
実
証
的
な
関
心
が
加
わ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
傾
向
は
、
資
料
自
体
の
宗
教
性
を

浮
き
彫
り
に
し
「
近
代
韓
国
宗
教
学
の
父
」
と
い
わ
れ
る
李
能
和

イ
ン
・
ヌ
ン
フ
ァ

（
一
八
六
八
―
一
九
四
五
）
の
幅
広
い
韓
国
宗
教
資
料
の
整
理
作
業

や
百
科
事
典
的
な
著
述
活
動
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
、
従
来
の
韓
国
宗
教
に
関
す
る
関
心
が
経
学
中
心
の
も
の
で
あ
っ
た
の
に

対
し
て
、
李
能
和
は
韓
国
宗
教
を
当
為
的
規
範
体
系
と
し
て
で
は
な
く
、
信
仰
現
象
そ
の
も
の
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
し
た
点
が
重
要

で
あ
る
。
そ
し
て
崔
南
善

チ
ェ
・
ナ
ム
ソ
ン

（
一
八
九
○
―
一
九
五
七
）
な
ど
を
へ
て
、
個
別
の
宗
教
伝
統
の
文
献
的
内
容
と
韓
国
宗
教
の
固
有
性
が
様
々

な
西
欧
の
補
助
科
学
の
知
識
を
用
い
て
研
究
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
韓
国
宗
教
学
の
領
域
自
体
が
非
常
に
広
く
な
り
、
当
然
な
が
ら

「
韓
国
宗
教
」
概
念
の
外
延
も
同
時
に
拡
大
す
る
こ
と
と
な
る
。 

 

外
国
人
が
比
較
研
究
に
焦
点
を
当
て
て
韓
国
宗
教
研
究
に
お
け
る
一
種
の
（
機
能
的
）
普
遍
主
義
の
性
格
を
み
せ
た
こ
と
と
は
対
照

的
に
、
韓
国
人
に
よ
る
研
究
は
言
語
や
起
源
お
よ
び
民
俗
な
ど
に
関
連
す
る
固
有
の
象
徴
体
系
を
強
調
し
、(
歴
史
的)

特
殊
主
義
を
標

榜
し
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
孫
晉
泰

ソ
ン
・
ジ
ン
テ

（
一
九
○
○
―
？
）
の
「
歴
史
民
俗
学
」
を
初
め
と
す
る
様
々
な
韓
国
民
俗
信
仰
に
関
す
る

研
究
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
文
脈
か
ら
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
続
い
て
、
仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
の
個
別
宗
教
伝
統
の
内
部

か
ら
の
研
究
も
、
自
ら
の
宗
教
を
よ
り
よ
く
理
解
す
る
前
提
と
し
て
、
韓
国
宗
教
に
対
す
る
先
理
解
が
い
っ
そ
う
精
巧
化
さ
れ
た
。
特

に
、
近
代
化
以
降
、
宗
教
人
口
の
急
激
な
膨
張
は
、
諸
宗
教
伝
統
の
急
激
な
成
長
を
も
た
ら
し
た
。
同
時
に
、
個
別
宗
教
の
研
究
で
示

さ
れ
た
韓
国
宗
教
に
対
す
る
関
心
は
単
な
る
護
教
論
的
な
次
元
を
超
え
て
、
学
問
的
な
普
遍
性
に
開
か
れ
た
洗
練
さ
れ
た
水
準
に
達
し

て
い
る
。 

 

解
放
後
の
韓
国
人
に
よ
る
韓
国
宗
教
研
究
は
、
韓
国
宗
教
学
会
が
創
立
さ
れ
た
一
九
七
○
年
以
降
に
本
格
的
に
発
展
し
た
。
内
部
に

蓄
積
さ
れ
た
力
量
と
共
に
、
西
洋
の
宗
教
学
が
導
入
さ
れ
新
た
な
契
機
が
訪
れ
た
の
で
あ
る
。
個
別
宗
教
伝
統
の
専
門
家
が
続
出
し
、

一
方
で
は
西
欧(

比
較)

宗
教
学
の
理
論
書
が
先
を
競
っ
て
翻
訳
さ
れ
、
多
様
な
理
論
と
補
助
科
学
的
な
方
法
論
が
韓
国
宗
教
の
研
究
に

幅
広
く
適
用
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
韓
国
宗
教
の
資
料
を
無
理
に
西
欧
の
宗
教
学
理
論
の
枠
に
は
め
込
ん
で
説
明
す
る
誤
謬
が
か
な

り
見
ら
れ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
一
九
九
○
年
代
半
ば
以
降
、
韓
国
宗
教
研
究
史
に
関
す
る
関
心
が
新
た
に
起
こ
り
、
「
韓
国
的
方

法
論
」
の
問
題
が
真
剣
に
提
議
さ
れ
、
議
論
を
重
ね
て
き
た
の
も
、
先
述
し
た
傾
向
に
対
す
る
反
省
か
ら
だ
と
い
え
よ
う
。 

 

要
す
る
に
、
も
っ
ぱ
ら
信
仰
の
対
象
で
あ
っ
た
韓
国
宗
教
が
学
問
的
な
探
求
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
、
近
代
以
降
の
多
宗
教
時
代
に

な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
宗
教
体
験
が
大
い
に
客
観
化
さ
れ
、
宗
教
認
識
自
体
に
批
判
的
な
自
意
識
が
芽
生
え
始
め
た
の
で
あ
る
。
か
つ

て
素
朴
な
信
仰
様
態
に
過
ぎ
な
か
っ
た
韓
国
宗
教
の
概
念
が
、
韓
国
宗
教
学
の
展
開
と
共
に
い
っ
そ
う
省
察
さ
れ
た
姿
に
変
容
し
て
き
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た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
何
よ
り
も
韓
国
人
に
よ
っ
て
発
顕
さ
れ
た
宗
教(

心)

性
を
前
提
に
、
そ
の
普
遍
の
次
元
と
特
殊
の
次
元

と
を
両
軸
と
し
て
韓
国
宗
教
の
概
念
を
枠
付
け
よ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
①
根
本
的
な
宗
教
性
の
側
面
、
②
比
較
を

通
し
て
解
明
さ
れ
る
普
遍
性
の
側
面
、
③
本
来
の
韓
国
的
な
独
自
性
の
側
面
、
こ
れ
ら
が
韓
国
宗
教
学
が
探
求
し
て
き
た
核
心
的
な
三

つ
の
側
面
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

  
 
 
 

四 

韓
国
宗
教
学
と
東
ア
ジ
ア
の
宗
教
経
験 

 

人
間
が
夜
空
を
見
始
め
て
か
ら
星
座
が
生
ま
れ
た
よ
う
に
、
宗
教
学
に
と
っ
て
は
宗
教
現
象
自
体
も
重
要
で
あ
る
が
、
研
究
主
体
が

誰
で
あ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
観
点
か
ら
見
て
い
る
の
か
と
い
う
面
も
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
以
降
、
近
代
の
世

界
宗
教
学
は
も
っ
ぱ
ら
西
欧
の
学
者
に
よ
っ
て
主
導
さ
れ
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、(

世
界)

宗
教
学
は
西
欧
的
な
概
念
に
お
け
る
「
宗

教(religion)

」
を
研
究
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
東
洋
宗
教
の
概
念
で
す
ら
西
洋
の
宗
教
学
的
な
枠
組
の
中
で
し
ば
し
ば
誤
解

さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
西
欧
人
の
「
仏
教
は
無
神
論
な
の
か
」
と
い
う
問
い
は
、
そ
の
問
い
自
体
が
範
疇
論
的
な
誤
謬
を
犯
し
て
お

り
、
「
キ
リ
ス
ト
教
は
非
涅
槃
的
な
宗
教
な
の
か
」
と
問
う
の
が
お
か
し
い
の
と
同
様
で
あ
ろ
う
。
『
論
語
』
に
「
子
曰
…
…
」
と
書

か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を “m

aster said ...” 

ま
た
は “gentlem

an said ...” 
と
い
う
風
に
翻
訳
し
て
お
い
て
、
西
洋
宗
教
的
な
基
準
で
「
儒

教
は
宗
教
な
の
か
」
と
問
う
の
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。 

 

そ
の
上
、
韓
国
宗
教
学
者
は
韓
国
宗
教
を
研
究
し
な
が
ら
も
西
欧
的
宗
教
学
の
分
析
方
法
に
依
存
す
る
場
合
が
多
い
。
お
そ
ら
く
こ

う
し
た
傾
向
は
お
お
む
ね
日
本
や
中
国
に
お
い
て
も
同
様
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
東
ア
ジ
ア
自
体
の
学
問
的
な
成
果
が

世
界
の
宗
教
学
界
に
お
い
て
そ
の
位
相
に
相
応
し
い
評
価
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
世
界
宗
教
学
に
お
い
て
東

ア
ジ
ア
の
宗
教
学
が
疎
外
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
単
な
る
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
次
元
の
問
題
で
は
な
い
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
東
ア
ジ
ア
の
人
々
の

宗
教
経
験
は
世
界
的
に
も
非
常
に
重
要
で
あ
っ
て
、
そ
の
研
究
の
中
に
も
注
目
に
値
す
る
も
の
が
多
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
世
界
の
普

遍
的
宗
教
学
の
言
説
の
場
に
お
い
て
充
分
に
反
映
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
実
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
世
界
人
の
普
遍
的

宗
教
概
念
が
歪
曲
さ
れ
、
世
界
宗
教
学
が
偏
狭
に
発
展
し
て
き
た
こ
と
を
物
語
る
。
東
ア
ジ
ア
人
の
み
な
ら
ず
西
洋
人
を
含
め
た
人
類

全
体
の
不
幸
で
あ
る
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、今
日
の
東
ア
ジ
ア
の
宗
教
学
が
西
欧
中
心
の
宗
教
学
か
ら
離
れ
ゲ
ッ
ト
ー
化
し
た
ま
ま
展
開
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

東
ア
ジ
ア
の
人
々
も
ま
た
世
界
人
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
世
界
宗
教
学
が
人
類
の
精
神
的
統
一
性
と
普
遍
的
霊
性
な
ど
を
前
提
に
、
そ

れ
な
り
に
他
文
化
圏
の
宗
教
現
象
を
理
解
し
て
き
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
個
別
宗
教
現
象
が
よ
り
大
き
な
類
概
念
を
通

し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
確
か
に
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
９
。 

 

例
え
ば
、
韓
国
の
巫
俗
そ
れ
だ
け
を
研
究
す
る
と
、
ど
の
よ
う
な
側
面
が
本
当
に
重
要
で
、
何
が
韓
国
だ
け
に
特
有
の
現
象
で
あ
る

の
か
が
見
え
て
こ
な
い
。
日
本
と
中
国
、
そ
し
て
シ
ベ
リ
ア
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
比
較
検
討
し
な
が
ら
も
、
な
お
東
ア
ジ
ア
の
宗
教

現
象
の
一
部
と
し
て
理
解
し
た
と
き
に
そ
の
特
徴
と
宗
教
的
な
意
味
が
よ
り
一
層
明
確
に
な
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
進
ん
で
、
エ
リ
ア
ー

デ
の
『
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
』
（
一
九
五
一
年
）
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
を
世
界
的
宗
教
現
象
の
中
の
一
部
と
し
て
理
解
す
る

こ
と
は
韓
国
の
巫
俗
に
よ
り
広
い
解
釈
の
余
地
を
見
出
す
こ
と
に
繋
が
る
だ
ろ
う
。 

 

ま
た
、
自
ら
の
宗
教
経
験
を
よ
り
広
い
コ
ン
テ
キ
ス
ト
（
他
地
域
と
他
宗
教
文
化
）
の
な
か
で
、
共
感
的
に
認
識
す
る
こ
と
が
で
き

た
と
き
に
、
人
間
は
自
ら
の
宗
教
的
な
蓋
然
性
の
構
造(religious plausibility structures)

そ
の
も
の
を
堅
固
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
韓
国
の
巫
俗
に
関
わ
る
人
々
は
、
そ
れ
が
単
な
る
韓
国
の
地
域
的
信
仰
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
く
、
日
本
や
中



 

 8

国
に
も
存
在
し
、
世
界
的
宗
教
現
象
の
一
部
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
た
と
き
に
、
（
仏
教
や
キ
リ
ス
ト
教
の
よ
う
な
い
わ
ゆ

る
世
界
宗
教
に
劣
ら
な
い
）
霊
的
な
自
負
心
を
も
た
ら
し
う
る
宗
教
と
出
会
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
結
局
、
こ
れ
は
韓
半
島
の
中
で

囚
わ
れ
て
い
た
韓
国
（
巫
俗
）
宗
教
の
概
念
が
世
界
的
宗
教
概
念
に
参
与
す
る
こ
と
に
繋
が
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

他
方
、
今
日
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
や
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
的
な
諸
観
点
が
登
場
す
る
中
で
、
こ
う
し
た
比
較
研
究
に
よ
る
一

般
化
が
し
ば
し
ば
批
判
さ
れ
て
い
る
１
０
。
つ
ま
り
、
従
来
の
比
較
研
究
は
、
世
界
の
様
々
な
宗
教
現
象
を
個
々
の
特
徴
を
解
明
せ
ず
、

（
西
洋
学
者
が
作
り
上
げ
た
）
普
遍
的
な
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
い
う
一
つ
の
枠
組
み
に
無
理
に
押
し
込
め
る
こ
と
で
あ
り
、
結
局
そ
の

研
究
は
帝
国
主
義
的
な
横
暴
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
も
も
っ
と
も
な
指
摘
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
普
遍
的
な
世
界

シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
理
論
的
な
枠
組
み
を
確
認
す
る
た
め
の
事
例
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
韓
国
の
巫
俗
が
持
つ
独
特
な
次
元
を
明
確
に

す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
ま
す
ま
す
消
え
て
い
く
で
あ
ろ
う
世
界
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
対
す
る
関
心
を
創
造
的
な
再
解

釈
の
可
能
性
に
繋
ぐ
道
は
、
ま
さ
に
韓
国
巫
俗
の
よ
う
な
個
別
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的
現
象
の
意
味
を
解
明
す
る
場
に
見
い
だ
さ
れ
る

だ
ろ
う
。
韓
国
仏
教
や
韓
国
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
他
の
宗
教
伝
統
に
対
し
て
も
、
今
述
べ
た
こ
と
に
類
似
す
る
論
理
が
予
想
さ
れ
る
。 

 

要
す
る
に
、
韓
国
宗
教
学
は
、
こ
れ
か
ら
も
普
遍
的
世
界
宗
教
学
に
参
与
し
な
が
ら
も
、
同
時
に
そ
の
独
自
性
を
指
し
示
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
、
こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
あ
ま
り
に
も
西
洋
化
さ
れ
す
ぎ
て
い
る
世
界
宗
教
学
の
風
土
に
果
た
し
て
ど
の
よ
う
に

ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
、
韓
国
宗
教
学
が
、

も
近
い
日
本
を
初
め
と
す
る
東
ア

ジ
ア
の
宗
教
学
と
比
較
の
地
平
を
共
有
す
る
と
い
う
こ
と
は
非
常
に
好
ま
し
い
手
続
き
だ
と
思
わ
れ
る
。 

 

韓
国
都
心
部
に
あ
る
卍
字
表
示
が
さ
れ
て
い
る
寺
に
入
る
と
、
真
ん
中
の
仏
像
の
両
側
に
、
将
軍
鬼
神
と
童
子
鬼
神
が
並
ん
で
い
る

の
が
し
ば
し
ば
目
に
付
く
。
西
欧
宗
教
学
の
宗
教
概
念
を
も
っ
て
、
こ
う
し
た
巫
仏
習
合
の
よ
う
な
現
象
を
理
解
す
る
こ
と
は
容
易
で

は
な
い
。
し
か
し
、
両
部
神
道
を
経
験
し
て
き
た
日
本
人
な
ら
少
な
か
ら
ぬ
差
異
を
感
じ
と
り
な
が
ら
も
、
ま
た
同
時
に
共
感
も
す
る

で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
竜
は
西
洋
に
お
い
て
は
悪
魔
的
な
象
徴
と
し
て
見
な
さ
れ
る
が
、
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
共
通
し
て
吉
兆
の
象
徴

で
あ
る
。
こ
う
し
た
韓
国
と
日
本
の
宗
教
現
象
は
確
か
に
重
要
な
も
の
で
あ
り
、
相
互
の
類
概
念
的
一
般
化
を
容
易
に
す
る
も
の
で
あ

る
。
も
し
こ
う
し
た
事
例
が
広
が
り
を
持
つ
な
ら
ば
、
西
欧
一
辺
倒
で
歪
曲
さ
れ
て
き
た
世
界
宗
教
学
を
正
当
に
再
構
成
す
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
韓
国
の
宗
教
学
者
と
日
本
の
宗
教
学
者
と
の
間
で
一
定
の
同
伴
者
的
な
役
割
が

ま
ず
具
体
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。 

 

後
に
、
韓
国
宗
教
を
認
識
す
る
こ
と
は
韓
国
人
の
経
験
内
容
に
深
い
関
わ
り
を
持
ち
な
が
ら
展
開
さ
れ
て
き
た
点
を
も
う
一
度
強

調
し
た
い
。
な
ら
ば
、
韓
国
宗
教
は
韓
国
人
の
経
験
内
容
が
変
わ
れ
ば
、
そ
れ
と
共
に
変
わ
る
も
の
で
あ
っ
て
決
し
て
固
定
さ
れ
た
概

念
で
は
な
い
。
韓
国
人
が
よ
り
広
い
世
界
を
経
験
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
韓
国
宗
教
は
ま
す
ま
す
開
か
れ
た
宗
教
と
し
て
認
識
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
と
き
、
韓
国
宗
教
学
は
、
そ
の
開
か
れ
た
枠
の
中
で
も
溶
解
さ
れ
ず
、
相
対
的
に
韓
国
宗
教
の
独
自
性
を
明

ら
か
に
す
る
た
め
い
っ
そ
う
励
む
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
人
間
は
、
自
ら
の
経
験
が
開
か
れ
れ
ば
開
か
れ
る
ほ
ど
、
か
え
っ
て
振
り
返

っ
て
原
初
に
目
を
向
け
る
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
を
育
て
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。 

 

代
替
宗
教
が
乱
舞
す
る
時
代
で
あ
る
。
韓
国
宗
教
の
未
来
像
は
誰
に
も
分
か
ら
な
い
。
繰
り
返
し
生
の
経
験
に
遭
遇
し
な
が
ら
韓
国

人
の
宗
教(

心)

性
は
、
よ
り
新
し
い
儀
装
に
着
替
え
る
だ
ろ
う
。
昔
の
こ
と
だ
け
を
回
想
し
て
生
き
て
い
く
と
、
我
々
も
、(

前
述
の
ハ

ー
メ
ル
と
同
じ
よ
う
に)

、見
慣
れ
な
い
宗
教
と
し
て
韓
国
宗
教
に
出
会
い
、
次
の
よ
う
に
言
う
か
も
知
れ
な
い
。
「
礼
拝
、
聖
殿
、
聖

職
お
よ
び
教
団
と
い
う
面
か
ら
見
れ
ば
、
［
韓
国
の
］
一
般
の
人
々
は
偶
像
と
迷
信
を
信
奉
し
て
い
る
…
…
」
と
。 
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注 

(

１) 
H

endrick H
am

el, U
npublished M

anuscript, in H
. Saveaije ed. “H

endrick H
am

el’s Journal and the D
escription of the 

K
ingdom

 of K
orea in the 17th Century” (http://w

w
w

.hendrick-ham
el.henny-savenije.pe.kr/transcription/index.htm

), p. 1166, 

2003. 
 

(

２) 

今
日
東
ア
ジ
ア
に
共
通
し
て
様
々
な
個
別
宗
教
に
対
す
る
類
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
「
宗
教
」
と
い
う
用
語
自
体
が
（
一

部
の
仏
教
的
語
源
説
は
あ
る
も
の
の
）
通
常
、
西
洋
の “religion” 

の
翻
訳
語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
事
実
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
宗
教
と
い
う
用
語
が

初
に
作
ら
れ
た
当
時
、
東
ア
ジ
ア
圏
に
は
そ
の “religion” 

に
ぴ
っ
た
り
相
応
す
る
用
語
が
存

在
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
、
仏
教
が
中
国
に
初
め
て
伝
来
し
た
と
き
に
、
中
国
に
本
来
無
か
っ
た
仏
教
的
な
概
念
を
受
容
す
る
た
め
に

「
格
義
仏
教
」
が
作
ら
れ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
「
宗
教
」
と
い
う
用
語
も
作
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
中
国
仏
教

の
多
く
の
用
語
が
本
来
の
イ
ン
ド
仏
教
用
語
の
意
味
を
非
常
に
う
ま
く
伝
え
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
完
全
に
一
致
す
る
わ
け

で
は
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
、
「
宗
教
」
も “religion” 

に
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
。“religion” 

は
本
来
、
極
め
て
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ

ス
ト
教
的
な
背
景
を
持
つ
用
語
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
、
非
キ
リ
ス
ト
教
的
な
伝
統
を
す
べ
て
包
括
す
る
意
味
と
し
て
拡
張
さ
れ

用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
ご
く

近
の
こ
と
で
あ
る
（W

. Cantw
ell Sm

ith, The M
eaning and the End of Religion, N

ew
 

Y
ork: A

 M
entor Book, 1964; Jonathan Z. Sm

ith, “Religion, Religions, Religious,” in M
ark C. Taylor, ed., Critical Term

s for 

Religious Studies, Chicago &
 London: The U

niversity of Chicago Press, 1998 
参
照
）
。
他
方
、
「
宗
教
」
と
い
う
用
語
は
東
ア
ジ

ア
に
お
い
て
は
、
初
め
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
中
心
的
な
背
景
を
持
た
ず
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教
伝
統
を
す
べ
て
包
括
し
な
が
ら
使
用
さ
れ
だ
し

た
と
い
う
点
を
想
起
す
る
必
要
が
あ
る
。 

(

３) 

標
本
調
査
で
は
な
い
一
斉
調
査
と
い
う
面
で
高
い
信
頼
度
を
も
つ
韓
国
統
計
庁
の
「
韓
国
人
口
総
調
査
」
の

新
の
結
果
は
一

九
九
五
年
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
総
人
口
四
四
五
五
万
人
の
中
、
宗
教
人
口
は
五
○･

七
％
で
あ
り
、
仏
教
（
一
○
三
二
万
人
）
、

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
（
八
七
六
万
人
）
、
カ
ト
リ
ッ
ク
（
二
九
五
万
人
）
、
儒
教
（
二
一
万
人
）
で
あ
る
（
文
化
観
光
部
『
韓
国
の
宗
教

現
況
』
二
○
○
○
年
、
九
頁
）
。
こ
の
統
計
を
見
る
と
、
次
の
二
点
が
注
目
さ
れ
る
。
第
一
に
、
全
国
民
の
半
数
は
宗
教
人
で
あ
る
が
、

非
宗
教
人
口
も
ま
た
半
数
を
占
め
て
い
る
点
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
宗
教
的
な
言
説
と
非
宗
教
的
な
言
説
が
社
会
的
に
均
衡
を
保
ち

な
が
ら
緊
張
関
係
を
演
出
す
る
こ
と
が
可
能
な
状
況
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
日
本
や
中
国
に
比
べ
て
宗
教
人
口
の

比
率
が
非
常
に
高
い
と
い
う
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
第
二
点
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
カ
ト
リ
ッ
ク
を
合
わ
せ
た
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
総

数
が
仏
教
徒
よ
り
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
も
、
特
に
日
本
や
中
国
と
異
な
る
韓
国
の
特
徴
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
日
本
の

キ
リ
ス
ト
教
は
規
模
は
小
さ
い
も
の
の
長
い
伝
統
を
持
ち
、
非
常
に
洗
練
さ
れ
た
一
面
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、

キ
リ
ス
ト
教
人
口
の
低
さ
と
い
う
基
本
的
な
点
で
、
韓
国
キ
リ
ス
ト
教
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
。 

(

４) 

「
韓
国
宗
教
」
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
「
総
体
的
概
念
」
は
、
金
鍾
瑞
「
韓
末
、
日
帝
下
韓
国
宗
教
研
究
の
展
開
」
（
『
韓
国

思
想
史
大
系 

６
』
韓
国
精
神
文
化
研
究
院
、
一
九
九
三
年
）
、
二
四
六
頁
参
照
。 

(

５) 

一
部
の
学
者
は
こ
れ
を
檀
君
や
祭
天
儀
礼
か
ら
由
来
す
る(

鬼)

神
教
（
朴
殷
植
、
李
能
和
）
、
古
教
（
崔
南
善
）
、
古
宗
教
（
權

相
老
）
な
ど
と
名
づ
け
て
き
た
。 

(

６) 

例
え
ば
、
二
○
世
紀
の
初
頭
に
来
韓
し
た
宣
教
師
ジ
ョ
ー
ン
ズ
（G

eorge H
. Jones 

一
八
六
七
―
一
九
一
九
）
は
、
「
韓
国

の
男
性
は
儒
教
的
な
教
育
を
受
け
、
子
供
を
授
か
る
た
め
に
妻
を
仏
教
に
託
す
か
と
思
え
ば
、
病
気
に
罹
る
と
ム
ー
ダ
ン
や
パ
ン
ス
〔
訳

者
注
：
ム
ー
ダ
ン
は
巫
女
、
パ
ン
ス
は
占
い
人
を
意
味
す
る
〕
を
尋
ね
る
な
ど
、
こ
の
三
つ
の
宗
教
の
連
合
し
た
助
け
を
も
っ
て
幸
福
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に
至
る
」
と
述
べ
、
（
韓
国
宗
教
を
）
訳
の
分
か
ら
な
い
も
の
と
し
て
記
述
し
て
い
る
。G

. H
. Jones, “The Spirit W

orship of the 

K
oreans,” Transactions of the Korea Branch of the Royal Asiatic Society, 2, 1901. p. 39. 

(

７) 

こ
う
し
た
「
大
衆
化
」
は
実
際
の
統
計
と
し
て
は
掴
み
に
く
い
。
伝
統
社
会
に
つ
い
て
は
統
計
が
ほ
と
ん
ど
無
い
か
ら
で
あ
る
。

日
帝
強
制
占
領
期
の
初
期
に
お
い
て
は
韓
国
の
宗
教
人
口
が
総
人
口
の
二
％
程
度
と
極
め
て
低
く
示
さ
れ
た
の
が
、
後
に
な
る
と
急
速

に
増
え
て
い
く
様
相
を
示
す
。
こ
れ
は
単
に
布
教
の
結
果
で
あ
る
よ
り
は
、
こ
う
し
た
身
分
制
度
の
変
化
に
よ
る
宗
教
の
大
衆
化
が
統

計
調
査
に
よ
り
、
徐
々
に
把
握
さ
れ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。 

(

８) 

こ
う
し
た
文
脈
で
、
今
日
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
、
孔
子
が
本
来
は
韓
国
人
で
あ
り
、
漢
字
も
韓
国
か
ら
由
来
し
た
と
ま
で
主

張
す
る
極
端
な
国
粋
主
義
の
信
念
に
固
執
す
る
人
々
も
い
る
。 

(

９) 

こ
う
し
た
「
一
般
化(generalization)

」
の
必
要
性
は
多
く
の
西
洋
宗
教
学
者
が
指
摘
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
ル

ビ
ー
を
ル
ビ
ー
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
宝
石
と
し
て
見
た
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
価
値
が
削
減
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
」
（J. W

ach

）
、

「
む
し
ろ
、カ
ニ
は
カ
ニ
と
し
て
だ
け
で
な
く
、甲
殻
類
の
一
種
と
し
て
見
た
と
き
に
そ
の
特
徴
が
理
解
し
や
す
く
な
る
」（W

. Jam
es

）、

ま
た
、
「
一
つ
の
現
象
は
そ
れ
と
類
似
し
た
り
、
比
べ
ら
れ
る
諸
現
象
の
体
系
的
な
目
録
学
（Listenwissenschaft

）
の
中
で
見
た
と
き

に
そ
の
特
徴
が
よ
り
明
確
に
な
る
も
の
で
あ
る
」
（J. Z. Sm

ith

）
な
ど
と
い
わ
れ
て
き
た
。 

(10) 

こ
う
し
た
批
判
に
対
し
て
は
、
西
欧
の
内
部
か
ら
も
「
比
較
の
観
点
は
人
間
の
認
識
作
用
の
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
過
程
」

（L. E. Sullivan

）
で
あ
る
と
い
う
主
張
や
、
「
比
較
の
中
心
的
媒
介
と
な
る
範
型
（pattern

）
概
念
に
融
通
性
を
も
た
ら
し
、
エ
リ
ア

ー
デ
流
の
古
典
的
な
比
較
方
法
を
克
服
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
い
っ
た
「
新
比
較
主
義
」
（W

. E. Paden

）
な
ど
が
登
場
し
て
い
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


