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在
日
韓
国

・
朝
鮮
人
に
お
け
る
巫
俗
信
仰

1

巫
俗
と
仏
教
と
の
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
を
中
心
に

ー

許

点
淑

〈
要
旨

〉

論
考

の
動
機

は
、在

日
韓

国

・
朝
鮮

人
の
社
会

で
巫
俗
信
仰
が
流
行
し

て
い
る

の
は
、

如
何
な

る
社
会
的
背
景

に
あ
る
の
か
、
巫
俗
を
通
じ

て
何
を
求
め

て
い
る
の
か

に
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿

で
は
、
在

日
韓

国

・
朝
鮮
人
社
会

で
の
巫
俗
信
仰

の
意
味
を
再
吟
味
し
、

そ
の
中

で
、
現
世
利
益
信
仰
だ
け

で
は
な
く
、

ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
の
再
確
立
を
は
か

る
機
能
を

も

つ
も

の
と

し
て
、
巫
俗
信
仰
を
取
り
扱
う

こ
と
に
し
た

い
。

こ
の
問
題
は

、
本

国

・(韓

国
)

の
場
合
と
在

日
韓
国

・
朝
鮮
人

の
社
会

の
場
合
と
は

違

っ
て
く

る
と

い
う
と

こ
ろ
が
興
味
深

い
。
朝
鮮
寺

の
最
大

の
特
徴
と
も
言
え
る
仏
教

と

巫
俗
と

の
習
合
と

い
う
在
り
方
と
も
絡
ん
で
お
り
、
そ

こ
に
は
韓
国
的
な
要
素

や
日

本
的
な
要
素
、
そ
し

て
独
特

の
要
素
が
見
受
け
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う

な
要
因

を
明
ら
か

に
し
よ
う
と
す
る

の
が
本
稿

の
ね
ら

い
で
も
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
生
駒
山
地

の

「
大
興
寺
」
で
行
わ
れ
た
三

つ
の
事

例
を
取

上
げ

る
。
そ

し

て
、

ク
ッ
を
依
頼
す
る
信
者

の
立
場
か
ら
、

つ
ま
り
、
願
主

の
生
活
史

を
中

心
に
の

べ
な
が
ら
、

ク

ッ
を
依
頼
す
る
目
的
や
動
機
、
依
頼
者

の
世
代

と
性
別
、
出
身

、
職
業

な
ど

の
点
か
ら
、
典
型
的
に
み
ら
れ
る
信
者
の
タ
イ
プ

を
分
類

し
て
み
る
こ
と
に
す

る
。

最
後
に
、
在

日
社
会
に
お
け
る
巫
俗
信
仰

の
意
味

と
機
能

を
論
じ
る

こ
と
に
よ

っ
て
、

在

日
社
会

の
典
型
的
な
も

の
の

一
つ
と
し
て
巫
俗

文
化

を
裏
付

け
る
こ
と
が
で
き

る
と

思
わ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う

な
研
究

が
、
在

日
社
会

だ
け
で
は
な
く

日
本
社
会
を
理

解
す
る
た
め
に
も
大
い
に
有
意
義

で
あ

る
こ
と

も
示
せ
れ
ば
甚
幸

で
あ

る
。

キ

ー

ワ

ー

ド

在

日
韓

国

・
朝

鮮

人

、

イ
テ

ィ

、
仏

教

シ

ン
ク

レ

テ

ィ
ズ

ム

、
巫

俗

、

エ

ス

ニ

ッ
ク

・
ア
イ

デ

ソ

テ
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は
じ
め
に

現
在
、
在
日
韓
国

・
朝
鮮
人
は
約
七
〇
万
人
に
達
し
て
お
り
、
日
本
に
お
け

る
最
大
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
で
あ
る
。
そ
の
中
で
三
割
に
近
い

一
九
万
人
の

人

々
が
大
阪
府
下
に
住
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
隣
り
合

っ
て
い
る
兵
庫
県
と
京
都

府
を
合
せ
る
と
、
全
体
の
ほ
ぼ
五
割
近
く
の
在
日
韓
国

・
朝
鮮
人
が
こ
の
地
域

に
集
中
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
在
日
韓
国

・
朝
鮮

人
の
全
て
が
、
巫
俗
信
仰
の
中
心
に
な

っ
て

い
る
ク
ッ

(巫
俗
儀
礼
)
を
や

っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
日
本
の
全
地
域

の
在
日
韓
国

・
朝
鮮
人
の
間
で
は
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ま
で
の
在
日
韓
国

・
朝
鮮

人
に
関
す
る
研
究
で
は
、
殆
ど
が
政
治
や
偏

見
、
差
別
な
ど
の
問
題
に
取
り
組

ん
で
い
て
、
生
活
文
化
と
し
て
の
巫
俗
信
仰

を
取
上
げ
て
い
る
研
究
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
在
日
韓
国

・
朝
鮮
人
社
会
で
の
巫
俗
信
仰
や
意
味
を
再

吟
味
し
、
そ
の
中
で
、
彼
ら
の
民

族
的
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
の

一
つ
の
現
れ
と

し
て
の
巫
俗
信
仰
を
取
り
扱
う
こ
と
に
し
た
い
。

こ
の
問
題
は
本
国

(韓
国
)
の
場
合
と
、
在
日
韓
国

・
朝
鮮
人
の
社
会
の
場

合
と
は
違

っ
て
く
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
興
味
深
い
。
ま
た
そ
れ
は
、
朝
鮮
寺
の

最
大
の
特
徴
と
も
言
え
る
仏
教
と

巫
俗
と
の
習
合
と
い
う
在
り
方
と
も
絡
ん
で

い
る
。
こ
の
よ
う
な
要
因
を
明
ら

か
に
し
よ
グ
と
す
る
の
が
こ
の
論
文
の
ね
ら

い
で
も
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
生
駒
山
地
の

「大
興
寺
」
で
行
わ
れ
た
三
つ
の
事
例
を
取
上
げ

る
。
そ
し
て
ク
ッ
を
依
頼
す
る
信
者
の
立
場
か
ら
、
つ
ま
り
、
願
主
の
生
活
史

を
中
心
に
述
べ
な
が
ら
、
ク
ッ
を
依
頼
す
る
目
的
や
動
機
、
依
頼
者
の
世
代
と

性
別
、
出
身
、
職
業
な
ど
の
点
か
ら
、
典
型
的
に
み
ら
れ
る
信
者
の
タ
イ
プ
を

分
類
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

最
後
に
、
在
日
社
会
に
お
け
る
巫
俗
信
仰
の
意
味
と
機
能
を
論
じ
る
こ
と
に

よ

っ
て
、
在
日
社
会
の
典
型
的
な
も
の
の

一
つ
と
し
て
巫
俗
文
化
を
裏
付
け
る

こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

ム
　
タ
ン

ー

ク

ッ
と

巫
堂

韓
国
で
の
巫
を
行
う
者
の

一
般
的
な
名
称
は

「
巫
堂
」
で
あ
り
、
ク
ッ
は
巫

堂
に
よ

っ
て
行
な
わ
れ
る
巫
俗
儀
礼
で
あ
る
。
巫
堂
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
は
、
い

わ
ゆ
る
降
神
巫
と
世
襲
巫
と
が
あ
る
。
降
神
巫
の
場
合
、
主
に
中
部
以
北
の
地

域
に
分
布
し
て
い
る
。
彼
ら
は
守
護
霊
の
憑
依
に
よ

っ
て
巫
病
状
態
を
呈
す
る

ム
レ

シ
ン

と
、
先
輩
巫
堂
に

つ
い
て
習
業
を
し
、
入
巫
儀
礼
で
あ
る
巫
ク
ッ

(神
ク
ッ
)

が
終
わ
る
と
正
式
に
巫
堂
に
な
る
。

世
襲
巫
は
、
京
畿
道
、
慶
尚
道
、
全
羅
道
地
方
と
東
海
岸
な
ど
の
韓
国
の
南

部
地
域
に
主
流
を
成
し
て
い
る
。
彼
ら
の
殆
ど
が
父
系
巫
家
系
に
お
け
る
嫁
継

ぎ
の
形
態
で
あ
る
。
ま
た
、
巫
堂
自
身
は
女
性
で
あ
り
、
巫
家
系
同
志
の
婚
姻

が
主
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
彼
ら
世
襲
巫
は
ク
ッ
の
中
で
憑
依
現
象
を
見
せ
な
い

し
、
入
巫
儀
礼
の
時
も
神
掛
か
り
の
現
象
な
ど
は
見
せ
な
い
の
が
特
徴
で
も
あ

る
。巫

堂
に
は
地
域
に
よ

っ
て
色
々
な
呼
び
方
が
あ
る
。
例
え
ば
、
全
羅
道
で
は
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シ
ェ
イ
ソ

女

巫

を

「
タ

ソ
ゴ

ル
」
、
「
タ

ン
ゴ

ル

ネ

」
と

、
男

を

「
才

人

」

と
呼

ん

で

い

る

。

フ
ァ
ラ
ン

慶
尚
道
で
は
、
女
巫
を

「
巫
堂
」
と
男
巫
を

「花
郎
」
と
呼
ん
で
い
る
。
済
州

シ
ン
バ
ン

島
で
は
、
男
女
性
別
を
問
わ
ず

「神
房
」
と
呼
ぶ
の
が

一
般
的
で
あ
る
。
こ
の

神
房
た
ち
は
そ
の
属
性
、
職
能
の

一
つ
と
し
て

「
占
い
師
」
的
性
格
を
多
か
れ

少
な
か
れ
も

っ
て
い
る
と
同
時
に
司
祭
者
と
し
て
の
機
能
を
も
も

っ
て
い
る
。

入
巫
の
類
型
も
ま
ち
ま
ち
で
あ

っ
て
、
シ
ャ
ー
マ
ン
の
加
入
儀
礼
の
場
合
、
そ

れ
は
エ
ク
ス
タ
シ
ー
経
験

(夢
、
幻
視
、
失
神
な
ど
)
と
、
霊
あ
る
い
は
年
老

い
た
シ
ャ
ー
マ
ソ
の
長
に
よ

っ
て
伝

え
ら
れ
る
教
え

(シ
ャ
ー
マ
ソ
の
方
術
、

(↓

霊
の
名
と
働
き
、
部
族
の
神
話
と
系
譜
、
秘
語
な
ど
)
か
ら
成

っ
て
い
る
。
済

州
島
の
シ
ャ
ー
マ
ソ
も
基
本
的
に
は
そ
う
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も
エ
ク
ス
タ

シ
ー
経
験
を
す
る
と
は
限
ら
な

い
。
玄

容
駿
氏
は
入
巫
の
類
型
を
次
の
よ
う

　　
　

に
分
類
し
て
い
る
。

(1
)
世
襲
で
入
巫
す
る
場
合

(2
)
巫
具

(メ
ソ
ド
)
を
拾

っ
て
入
巫
す
る
場
合

(3
)
病
気
の
た
め
に
入
巫
す
る
場
合

(4
)
神
房
と
婚
姻
に
よ

っ
て
入
巫
す
る
場
合

(5
)
生
活
手
段
と
し
て
入
巫
す
る
場
合

筆
者
が

一
九
九
二
年
に
調
査
し
た
ケ
ー
ス
で
は
、
儀
礼
の
進
行
は
神
房
五
人

　ヨ
　

と
僧
侶

一
人
に
よ

っ
て
行
な
わ
れ

、
神
房
五
人
の
う
ち

二
人
が
上
に
挙
げ
た

(5
)
の
類
に
入
る
。
在
日
韓
国

・
朝
鮮
人
全
体
に
つ
い
て
の
統
計
的
資
料
は

な
い
が
、
大
興
寺
の
事
例
で
は

(3
)
と

(5
)
の
ケ
ー
ス
が
目
立

つ
と
言
え

る
。彼

ら
は
入
巫
す
る
ま
で
は
、
見
習
期
間

(普
通
二
～
三
年
で
あ
る
が
個
人
に

よ

っ
て
違
う
)
は
ク
ッ
の
手
伝
い
を
し
た
り
、
巫
楽
を
も

っ
て
伴
奏
の
任
に
当

た

っ
た
り
、
そ
う
し
た
な
か
で
ク
ッ
の
過
程
の
中
の
易
し
い
部
分
だ
け
の
司
祭

ソ

ヨミ

を
務
.め
た
り
す
る
。
彼
ら
を
済
州
島
で
は
、
小
巫
と
か
ジ

ェ
ビ
と
か
ヤ
ン
ジ

ュ

ン
と
も
呼
ん
で
い
る
。
大
興
寺
の
場
合
は
、
ク
ッ
を
依
頼
す
る
信
者
た
ち
は
神

房
や
小
巫
の
こ
と
を
、
こ
の
よ
う
な
呼
称
は
め

っ
た
に
使
わ
ず
に
、
親
族
呼
称

を
用
い
た
り

「先
生
」
と
呼
ん
で
い
る
。

次
は
ク
ッ
の
種
類
と
目
的
に

つ
い
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
ク
ヅ
は
大
き
く
村

ヘ
ル
シ
ン

ダ

ン

祭

(別
神
ク
ッ
、
堂
ク

ッ
)
と
巫
ク
ッ
、
個
人
ク
ッ
と
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

村
祭
は
、
村
が
単
位
に
な

っ
て
村
の
豊
年
や
安
全
祈
願
の
た
め
に
、
定
期
的

(毎

年
あ
る
い
は
二
、
三
年
毎
か

一
〇
年
毎
な
ど
)
に
行
な
わ
れ
る
ク
ッ
で
あ
る
。

巫
ク
ッ
は
、
入
巫
す
る
時
や
巫
堂
が
定
期
的
に
神
を
祭
る
時
に
行
わ
れ
る
ク
ッ

ヒ
ョ
ソ

セ

ス

で
あ
る
。
個
人
ク
ッ
は
、
そ
の
目
的
に
よ

っ
て
病

ク

ッ
と
財
数
ク
ッ
と
に
分

け
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
に
於
い
て
は
、
家
族
を
め
ぐ

っ
て
続
く
病
気
や
ト
ラ
ブ
ル
、

商
売
の
不
調
な
ど
は
、
不
幸
な
死
に
方
を
し
て
迷

っ
て
い
る
祖
先

(先
祖
)
の

霊
の
障
礙
に
よ

っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
そ
れ

ら
の
死
者
霊
を
諸
神
と
共
に
迎
え
降
ろ
し
て
供
養
し
、
そ
れ
ら
の
救
済
を
確
認

し
た
後
、
安
ら
か
に
冥
界
に
送
り
返
す
こ
と
が
中
心
テ
ー
マ
に
な
る
。

在
月
韓
国

・
朝
鮮
人
の
社
会
で
は
、
村
祭
は
殆
ど
み
ら
れ
ず
、
個
人
ク
ッ
が

主
流
を
成
し
て
い
る
。
ま
た
ク
ッ
が
行
な
わ
れ
る
時
、
家
族
や
親
戚
だ
け
が
参

加
す
る
と
い
う
閉
鎖
的
形
を
と

っ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
ゆ

1
.
ー

巫
俗
信
仰
の
概
要

韓
国
で
は
、
巫
俗
信
仰
の
中
心
で
あ
る
ク
ッ
の
種
類
や
規
模
が
か
な
り
簡
素

在 日韓国 ・朝鮮人における巫俗信仰103



化
の
道
を
辿

っ
て
い
る
が
、
民
衆

の
間
で
は
今
だ
に
根
強
く
伝
承
さ
れ
つ
つ
あ

る
。
そ
の
例
と
し
て
、
巫
俗
儀
礼

の
中
心
人
物
で
あ
る
巫
堂
の
数
を
み
る
こ
と

に
す
る
。
大
韓
勝
共
警
信
連
合
会

の
報
告
に
よ
る
と
、

一
九
入
五
年
現
在
の
韓

国
内
の
巫
堂
の
数
は

一
二
万
と
推
定

さ
れ
、
正
式
に
登
録
さ
れ
て
い
る
数
は
四

ぞ
　

万
程
度
で
あ
る
。
最
低
四
万
程
度
で
あ
る
と
し
て
、
人
口
一
千
名
当
た
り
に
巫

堂

一
名
と
い
う
割
合
に
な
る
だ
ろ
う

。

一
方
、
巫
俗
の
ふ
る
さ
と
と
も
言
わ
れ

る
済
州
島
で
は
、巫
俗
が
済
州
人
の
生
活
様
式
の
重
要
な
部
分
を
占
め
て
い
る
。

こ
れ
は
、
神
房
の
数
が
三
七
三
名

で
、
当
時
の
済
州
島
人

口
二
六
八
、
七
四
〇

(
5
)

名
に
割
当
て
て
み
る
と
、
七
二
〇
名
当
た
り
神
房

一
名
の
割
合
に
な
る
こ
と
か

ら
も
分
か
る
。

在
日
韓
国

・
朝
鮮
人
の
約
七
〇

万
に
お
け
る
巫
堂
の
数
は
未
だ
把
握
さ
れ
て

い
な
い
が
、
大
阪
だ
け
み
る
限
り

で
は
、
現
役
の
巫
堂
は
四
〇
～
五
〇
名
は
い

　　
　

る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
在

日
韓
国

・
朝
鮮
人
の
社
会

(特
に
大
阪
)

に
於
い
て
も
、
巫
堂
の
数
の
上
で
は

座
俗
信
仰
が
衰
え
て
い
る
と
言
え
る
の
か

も
知
れ
な
い
が
、
ク
ッ
の
内
容
か
ら

み
る
と
、
本
国
よ
り
も
原
型
を
保

っ
て
い

る
と
こ
ろ
が
大
き
な
特
徴
で
も
あ

る
。
さ
ら
に
、
ク
ッ
が
頻
繁
に
行
な
わ
れ
て

い
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。

在
日
韓
国

・
朝
鮮
人
の
生
活
文
化

の
中
に
シ
ャ
ー
マ
ン
が
出
て
く
る
の
は
、

「
日
本
の
産
業
の
最
低
辺
を
支

え
さ
せ
ら
れ
た
同
胞
の
労
働
者
が
単
身
で
や

っ
て
来
て
、後
に
家
族
を
呼
び
寄
せ
始
め
た

一
九
三
〇
年
代
か
ら
だ
と
言
え
る
。

家
族
た
ち
の
渡
日
に
つ
れ
て
巫
覡
た
ち
の
在
日
も
始

っ
て
い
る
。
大
阪
府
の
学

務
部
社
会
課
が

一
九
三
二
年
の
六
月
か
ら
十
二
月
に
か
け
て
行
な

っ
た
、
大
阪

市
内
に

一
戸
を
構
え
る
朝
鮮
人
世
帯

一
〇
、
八
三
五
戸
に
対
す
る
生
活
な
ら
び

に
生
計
調
査
書

『在
阪
朝
鮮
人
の
生
活
状
態
』
に
よ
る
と
、
職
業
統
計
欄
に
宗

教
を
専
業
と
す
る
者
の
数
と
し
て
、
牧
師

一
、
布
教
師
三
、
僧
侶

二
、
神
占
師

コ

シ
ャ
ロ
マ
ン

ニ
、
巫

子

一
と
出
て
い
る
。
巫
者

一
と
い
う
の
は
、
植
民
地
当
局
が
巫
教
を

未
開
の
習
俗

・
迷
信
と
し
て
排
斥
し
て
い
た
こ
と
と
、
巫
覡
を
蔑
視
す
る
朝
鮮

の
身
分
制
度
の
た
め
に
、
正
確
を
欠
い
た
数
で
あ
り
、
実
際
に
は
も

っ
と
多
く

(7
)

の
巫
覡
が
同
胞
た
ち
の
生
活
に
繋
が

っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。」

ま
た
、
泉

靖

一
氏
の
東
京
に
お
け
る
済
州
島
人
の
調
査
で
は
、

「
…
病
気
ま
た
は
凶
事
に
対
す
る
神
房
の
行
事
が
し
ば
し
ば
行
わ
れ
る
。
X

地
区
に
は
三
人
の
神
房
が
い
て
済
州
島
人
の
要
求
を
満
た
し
て
い
る
。
行
事
に

用
い
る
太
鼓
や
鐘
は
済
州
島
の
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
神
房
た

ち
は
、
神
房
で
あ
る
こ
と
に
劣
等
感
を
抱
き
、
他
の
人

々
に
ひ
た
か
く
し
に
隠

し
て
い
る
。
済
州
島
本
来
の
神
歌
や
本
解
は
殆
ど
忘
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
行
事

の
進
め
方
、
入
巫
過
程
な
ど
は
本
島
の
そ
れ
と
変
ら
な
い
。
神
房
の
支
持
率
は

我
々
の
調
査
で
は
男
の
0
パ
ー
セ
ン
ト
、
女

一
四

・
三
パ
ー
セ

ン
ト
と
い
う
結

果
が
出
て
い
る
が
、
実
際
に
は
お
そ
ら
く
女
の
支
持
率
は
さ
ら
に
高
い
も
の
と

(8
)

考
え
ら
れ
る
。」

と
、
報
告
し
て
い
る
が
、
筆
者
の
調
査

(
一
九
九
〇
年
～

一
九
九

一
年
の
数
回
)

の
結
果
と
違
う
と
こ
ろ
は
、
ク
ッ
の
支
持
率
に
お
い
て
で
あ
る
。

大
興
寺
の
場
合
、
ク
ッ
を
依
頼
し
た
り
、
そ
の
場
に
参
加
し
た
り
す
る
の
は

女
性
が
中
心
に
な

っ
て
い
る
。
男
性
の
場
合
は
、
現
世
の
利
益
追
及
の
た
め
直

接
ク
ッ
を
依
頼
し
て
参
加
す
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
あ
る
い
は
、
自
分
の
母
や
妻

を
通
じ
て
ク
ッ
を
依
頼
す
る
形
を
取
る
。
ク
ッ
の
費
用
は
、
規
模
が
大
き
い
場

合
は

一
〇
〇
万
円
も

二
〇
〇
万
円
も
す
る
の
で
、
女
性
単
独
で
は
容
易
に
で
き
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な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
本
国
の
場
合
、
個
人
ク
ッ
に
男
性
が
関
与
す

る
こ
と
は
先
ず
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
と
対
照
的
で
あ
る
。

1
.
2

朝
鮮
寺
の
概
要

朝
鮮
寺
は
全
国
的
に
見
渡
す
と
、
在
日
韓
国

・
朝
鮮
人
の
足
の
運
び
や
す
い

山
麓
に
多
く
所
在
し
て
い
る
。
例

え
ば
、
神
戸
の
六
甲
山
や
大
阪
と
奈
良
の
境

目
に
あ
る
生
駒
山
地
が
そ
れ
で
あ

る
。

神
戸
の
六
甲
山
の
場
合
、

一
九
九
〇
年
六
月
現
在
、
七

つ
の
朝
鮮
寺

(聖
徳

寺
、
法
城
寺
、
宝
教
寺
、
大
井
寺

、
金
峯
寺
、
普
徳
寺
、
最
明
寺
)
が
あ
る
こ

と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
中
で
、
ク
ッ
の
行
事
を
否
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
は

大
井
寺

(高
野
山
真
言
宗
大
師
教
会
)
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
六
甲
山
は
、
後
述

す
る
生
駒
山
地
と
谷
の
地
理
的
条
件
が
似
て
い
る
。

生
駒
山
地
の
場
合
は
、
特
に
大
阪
に
面
し
た
西
側
の
谷
沿
い
に
は
、
そ
れ
ぞ

れ
四
な
い
し
九
の
朝
鮮
寺
が
連
な

っ
て
建

っ
て
い
て
、
お
お
よ
そ
六
三
を
数
え

ハ　
　

て
い
る
。
そ
の
他
に
も
、
大
阪
の
生
野
区
や
京
都
、
兵
庫
の
街
中
に
も
四
〇
近

く
の
朝
鮮
寺
が
あ
り
、
関
東
や
九
州
方
面
に
も
幾

つ
か
あ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ

　り
　

て
い
る
。

「在
日
韓
国

・
朝
鮮
人
に
お
け
る
巫
俗
儀
礼
」
で
は
、
こ
の
よ
う
に
朝
鮮
寺
、

が
生
駒
山
地
に
密
集
し
て
い
る
理
由
と
し
て
、
大
阪
と
そ
の
周
辺
に
は
在
日
韓

(11
V

国

・
朝
鮮
人
の
居
住
者
が
多
い
こ
と
を
挙
げ
た
。
ま
た
、
交
通
の
便
の
良
さ
も

付
け
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
最

も
重
要
な
理
由
は
、
生
駒
山
地
が
本
来
宗
教

性
の
強
い
地
域
で
あ
る
こ
と
で
あ

る
。
種

々
の
宗
派
の
寺
社
や
教
会
、
民
間
医

療
施
設
な
ど
が
密
集
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
相
互
に
干
渉
す
る
こ
と
な
く
並
存

し
て
い
る
の
で
、
朝
鮮
寺
を
は
じ
め
、
新
し
い
宗
派
の
定
着
を
容
易
に
し
て
い

(
12
)

る
。こ

れ
ら
の
朝
鮮
寺
は
、
戦
前
に
創
設
さ
れ
た
の
は
ご
く
小
数
で
あ

っ
て
、
そ

　お
　

の
大
多
数
は
昭
和
二
〇
、
三
〇
年
代
に
形
成
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
創
設
者
の

殆
ど
が
シ
ャ
ー
マ
ソ
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
シ
ャ
ー
マ
ン
た
ち
は
高
齢
の

た
め
後
継
者
問
題
に
直
面
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
後
継
老
の
い
な
い
寺
で
は
、

閉
寺
に
な

っ
た
り
、
ク
ッ
の
場
所
と
し
て
提
供
し
た
り
、
寺
の
性
格
を
変
え
る

な
ど
と
い
っ
た
方
法
を
と

っ
て
存
続
さ
せ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
ク
ッ
の

場
所
を
提
供
す
る
場
合
は
、
韓
国
の
方
か
ら
巫
堂
と
僧
侶
を
呼
ん
で
い
る
。

一
九
八
三
年
現
在
、生
駒
山
地
に
あ
る
お
お
よ
そ
六
三
の
朝
鮮
寺
の
住
職
を
、

そ
の
出
身
別
、
性
別
に
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
出
身
別
で
は
、
済
州

島
が

一
七
人
で

一
番
多
く
、
慶
尚
道
が

一
五
人
、
日
本
生
ま
れ
が
二
人
、
そ
の

他
の
地
域
が

二
人
、
未
詳
が
二
人
の
順
に
な
る
。
性
別
で
は
、
女

(三

一
人
)
、

男

(二
三
人
)
、
夫
婦

(
一
組
)、
末
詳

(八
人
)
の
順
に
な
る
。
ま
た
、
住
職

の
う
ち
、
シ
ャ
ー

マ
ン
が
三
〇
人
、
僧
侶
が

二

一
人
、
そ
の
他

一
二
人
で
あ

　ほ
ソ

る
。
こ
こ
で
、
朝
鮮
寺
の
住
職
は
、
済
州
島
出
身
の
女
性
の
シ
ャ
ー
マ
ン
が
多

い
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。

次
は
、
住
職
と
ク
ヅ
と
の
関
係
を
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
生
駒
山
地
の
朝

鮮
寺
の
場
合
、
大
体
四
つ
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
1
)
現
役
で
ク
ッ
を
し
て
い
る
シ
ャ
ー
マ
ン
が
住
職
で
あ
る
寺
は
、
二
〇
を

数
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
寺
は
、
い
ず
れ
も
戦
後
に
創
建
さ
れ
て
い
る

と
い
う
特
徴
が
あ
る
。

(2
)
か
つ
て
は
ク
ヅ
を
し
て
い
た
が
、
現
在
は
高
齢
化
の
た
め
ク
ッ
が
で
き
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な
く
な

っ
た
退
役
シ
ャ
ー

マ
ン
が
住
職
で
あ
る
寺
は
、
二
〇
を
数
え
て

い
る
。
こ
の
場
合
は
、
他

の
シ
ャ
ー

マ
ソ
が
ク
ッ
を
行
な
う
時
、
場
所

を
提
供
し
た
り
す
る
。

(3
)
住
職
自
身
は
ク
ッ
を
否
定
し
て
い
る
が
、
色
々
の
事
情
か
ら
ク
ッ
の
場

所
を
提
供
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
五
箇
所
で
あ
る
。

　
お
　

(4
)
そ
の
他
、
不
明
な
と
こ
ろ
。

以
上
で
も
分
か
る
よ
う
に
、
生
駒
山
地
の
殆
ど
の
朝
鮮
寺
で
は
ク
ッ
が
行
わ

れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
の
関
わ
り
方
は
、
住
職
の
直
接
参
与
と
ク
ッ
の
場
所

提
供
と
に
大
別
さ
れ
る
。

今
度
は
、
朝
鮮
寺
の
形
態
面
で
の
特
徴
に
注
目
し
て
み
た
い
。
朝
鮮
寺
は
外

観
上
は
寺
の
形
を
し
て
い
る
が
、

ク
ッ
を
行
な
う
た
め
の
場
所
を
持

っ
て
い
る

ダ
ン

と
こ
ろ
が
多
い
。
通
常
、
そ
れ
は

「
ク
ッ
堂

(賽
神
場
)」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、

普
段
は
シ
ャ
ー
マ
ン
と
依
頼
者
の
宿
泊
施
設
と
し
て
も
使
わ
れ
て
い
る
。ま
た
、

神
仏
の
性
格
や
安
置
形
式
に
お
い
て
は
、
韓
国
仏
教
式
で
あ
る
。
し
か
し
、
韓

国
仏
教
の
伝
統
が
定
め
る
様
式
か
ら
は
か
な
り
変
容
し
習
俗
化
し
て
い
る
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
宗
派
の
名
乗
り
に
な
る
と
日
本
系
と
韓
国
系
と
が
混
在
し

て
い
る
。
日
本
系
は
真
言
醍
醐
派
や
金
峯
山
修
験
本
宗
な
ど
を
、
韓
国
系
は
曹

溪
宗
を
名
乗
る
の
が
主
で
あ
る
。
数
的
に
は
日
本
系
の
宗
派
を
名
乗
る
も
の
が

多
い
。

こ
の
よ
う
に
朝
鮮
寺
は
、
仏
教

の
面
で
は
韓
国
系
と
日
本
系
が
混
在
し
て
、

そ
れ
も
変
容
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
巫
俗
と
共
存
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
そ
の

特
徴
で
あ
る
。
次
節
で
は
、
仏
教
と
巫
俗
と
の
共
存
の
問
題
を
シ
ャ
ー
マ
ン
と

信
者
、
僧
侶
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
眺
め
て
行
く
こ
と
に
す
る
。

,ウ
』

仏
教
と
巫
俗
と
の
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム

2
.
ー

シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
と
は

人
類
学
や
宗
教
学
で
は
、
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム

(ω
旨

奚
①ユ
ωヨ
)
を

「
二

つ
以
上
の
異
な
る
文
化

(特
に
宗
教
文
化
)
が
接
触
し
て
生
じ
る
様
々
な
状
況

お
　

・
現
象
」
で
あ
る
と
、
定
義
し
て
い
る
。
こ
の
二
つ
以
上
の
異
な
る
文
化
が
接

触
す
る
と
、
融
合

・
併
存

・
混
合

・
折
衷
な
ど
の
形
と
し
て
現
れ
る
。
し
か
し
、

実
際
に
は
様

々
な
レ
ベ
ル
で
複
雑
化
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の

一
例
と
し
て
、
L

・
ラ
ソ
カ
ス
タ
ー
は
韓
国
の
事
例
を
挙
げ
て
い
る
。

「韓
国
の
仏
教
と
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
は
俗
人
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、

寺
院
の
中
に
お
い
て
も
絡
み
合

っ
て
い
る
が
、
し
か
し
僧
院
の
中
に
は
シ
ャ
マ

ニ
ズ
ム
的
伝
統
と
は
完
全
に

一
線
を
画
し
た
修
行
を
守

っ
て
い
る
も
の
も
あ
る

と
い
う
。
ま
た
、
韓
国
の
家
族
に
お
け
る
性
や
地
位
の
差
異
が
仏
教
、
儒
教
、

シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
の
シ
ソ
ク
レ
テ
ィ
ッ
ク
な
関
わ
り
方
に
示
さ
れ
る
と
い
う
。
す

な
わ
ち
上
層
家
族
の
男
性
が
仏
教
と
儒
教
を
代
表
す
る
の
に
対
し
て
、
同
じ
家

　り
　

族
の
女
性
成
員
は
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
に
包
含
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。」

と
こ
ろ
が
、
朝
鮮
寺
に
お
け
る
仏
教
と
巫
俗
と
の
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
は
、

本
国

(韓
国
)
と
同
じ
軸
で
は
あ
る
が
具
体
的
な
と
こ
ろ
で
は
異
な
る
。
以
下

で
は
、
韓
国
内
の
仏
教
と
ク
ッ
と
の
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
の
問
題
に
も
う
少
し

詳
し
く
触
れ
た
う
え
で
、
日
本
内
の
朝
鮮
寺
に
お
け
る
そ
れ
と
比
較
検
討
を
試

み
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
在
日
韓
国

・
朝
鮮
人
社
会
の
仏
教
と
巫
俗

に
対
す
る
受
け
止
め
方
の

一
端
が
浮
び
上
が
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

106



2
.
2

韓
国
に
お
け
る
仏
教

と
巫
俗
と
の
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム

2
.
2
.
1

巫
俗
の
仏
教
受
容

こ
こ
で
は
、
韓
国
の
在
来
の
伝
統
的
な
宗
教
現
象
で
あ
る
巫
俗
と
、
外
来
宗

教
と
し
て
最
も
古
い
仏
教
と
の
相
互
習
合
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
。
先
ず
、

巫
俗
の
仏
教
受
容
を
み
る
た
め
に
、
巫
俗
の
中
に
仏
教
要
素
が
ど
の
よ
う
に
絡

ん
で
い
る
か
を
み
る
こ
と
に
す
る
。
巫
俗
の
構
成
要
素
は
、
(1
)
信
仰
対
象

に
な
る
神
、
(2
)
神
に
捧
げ
る
祭
儀
、
(3
)
祭
儀
を
主
観
す
る
司
祭
者
、
(4
)

神
観

・
宇
宙
観

・
霊
魂
観

・
人
間
観
な
ど
の
宗
教
的
思
考
体
系
、
(5
)
信
者

の
宗
教
的
態
度
、
な
ど
に
集
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

信
仰
対
象
に
な
る
巫
神
は
、
自
然
神
と
人
間
神
と
に
大
別
さ
れ
る
。
自
然
神

は
天
神

・
地
神

・
山
神
な
ど
自
然
物
が
対
象
に
な
り
、
人
間
神
は
、
王
神

・
将

軍
神

・
英
雄
神
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
釈
迦
や
僧
侶
な
ど
が
神
と
し
て
信
仰
さ

れ
る
。
こ
の
釈
迦
と
仏
教
的
神
格

ら
は
巫
神
図
に
描
か
れ
て
い
て
、
他
の

一
般

的
な
神
と

一
緒
に
神
壇
に
奉
安
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
神
壇
に
は
仏
像
が
奉
安
さ

れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

こ
と
は
、
仏
教
が
巫
俗
に
与
え
た
影
響
と
思

わ
れ
る
。

次
に
神
に
捧
げ
る
祭
儀
は
、
ク

ッ
を
行
な
う
こ
と
で
あ
る
。
ク
ッ
の
過
程
で
、

特
に
、
帝
釈
で
は
、
「巫
女
は
白

い
僧
衣
状
の
服
を
着
用
し
、
巫
歌
の
中
に
も

念
仏
や
西
方
讃
お
よ
び
道
場
偈
が

用
い
ら
れ
る
。
ま
た
死
者
の
霊
を
供
養
す
る

シ

ワ
ン

た
め
の
賽
神
儀
礼

(ク
ッ
)
で
は

、
十
王
に
対
す
る
唱
文
や
極
楽

へ
の
往
生
の

た
め
の
経
文
類
が
用
い
ら
れ
る
。
儀
礼
ば
か
り
で
は
な
く
、
巫
祖
神
話

の
本
解

(ボ

ン
プ
リ
)
の
中
に
も
仏
教
の
要
素
が
み
ら
れ
、
と
り
わ
け
、
巫
祖
の
父
を

仏
僧
と
す
る
説
は
、
巫
俗
と
仏
教
と
の
古
く
か
ら
の
密
接
な
交
渉
を
よ
く
反
映

(
18
)

し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。」

祭
儀
を
主
観
す
る
司
祭
者
は
巫
堂
で
あ
る
が
、
成
巫
の
契
機
に
よ

っ
て
降
神

巫
と
世
襲
巫
と
に
分
か
れ
る

(1
.
1
参
照
)
。
そ
し
て
、
司
祭
者
の
巫
堂
が

仏
教
の
影
響
を
受
け
て
い
る
例
と
し
て
、
降
神
巫
の
場
合
、
降
神
体
験
の
後
、

シ
ン神

ク
ッ
を
し
て
シ
ャ
ー
マ
ソ
に
な

っ
て
か
ら
、
未
だ
巫
俗
の
正
式
な
ク
ッ
が
で

き
な
い
間
、
自
分
を
ポ
サ
ル
と
か
法
師
と
自
称
し
て
、
仏
教
的
色
合
い
を
身
に

ま
と
お
う
と
す
る
シ
ャ
ー
マ
ン
が
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

宗
教
的
思
考
体
系
に
つ
い
て
は
、
神
に
よ

っ
て
宇
宙
や
森
羅
万
象
が
運
用
さ

れ
る
し
、
人
間
が
こ
の
世
に
生
ま
れ
、
死
ぬ
こ
と
も
神
に
よ

っ
て
定
め
ら
れ
る

と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
霊
魂
は
不
滅
な
の
で
、
生
前
に
悪
行
を
起
こ
し

た
人
は
地
獄
に
落
ち
る
し
、
生
前
に
善
行
を
し
た
人
は
極
楽
に
行

っ
て
永
生
す

る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
宗
教
的
思
考
体
系
は
、
仏
教
が
巫
俗
に

与
え
た
影
響
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
仏
陀
を
は
じ
め
仏
教
的
神
格

が
巫
神
と
し
て
祭
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
。
そ
の
他
に
、
巫
俗
の
人
間
観

サ
ム
シ
ン

に
お
い
て
、
人
間
が
こ
の
世
の
中
に
生
ま
れ
る
の
は
、
産
神
の
役
割
に
よ
る
と

考
え
ら
れ
て
い
る
そ
の

一
方
で
、
帝
釈
様
や
仏
陀
が
申
し
子
を
与
え
る
と
信
じ

ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
仏
教
の
影
響
が
表
わ
れ
て
い
る
。

次
に
、
信
者
の
宗
教
的
態
度
を
み
よ
う
っ
信
者
は
神
に
捧
げ
る
ク
ッ
に
よ

っ

て
祈
子

・
治
病

・
招
福

・
来
世
な
ど
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
し
、
ま
た
ク
ッ
を

す
る
で
と
に
よ

っ
て
、
そ
れ
が
か
な
う
と
信
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
信
者
に
と

っ
て
神
は
全
能
な
存
在
で
あ

っ
て
、
そ
の
性
格
や
所
属
を

一
々
問
題
に
す
る
こ

と
は
な
い
。

つ
ま
り
、
天
神

・
山
神

・
仏
陀

・
帝
釈
な
ど
、
対
象
の
神
の
レ
ベ
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ル
に
お
い
て
は
、
巫
神
と
仏
教
の
神
格
と
の
境
界
が
は

っ
き
り
し
て
い
な
.い
。

以
上
見
て
き
た
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
巫
俗
の
中
に
は
仏
教
的
な
要
素

が
か
な
り
混
在
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
次
の
セ
ク
シ
ョ
ン
で
は
、
逆
に
巫

俗
が
仏
教
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。
そ
う
す
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
巫
俗
と
仏
教
の
関
係

の
全
体
像
が
浮
び
上
が
る
だ
ろ
う
。

2
.
2
.
2

仏
教
の
巫
俗
受
容

仏
教
の
巫
俗
受
容
に
は
、
信
仰

の
対
象
と
し
て
の
山
神
と
信
者
の
宗
教
的
態

度
が
挙
げ
ら
れ
る
。
山
神
図
は
、
虎
を
眷
族
と
し
て
従
え
た
白
髪
の
老
人
の
姿

で
描
か
れ
て
い
る
。
韓
国
の
大
部
分
の
お
寺
で
は
、
,本
殿
の
裏
手
の
小
高
い
所

に
山
神
閣
や
七
星
閣
が
設
け
ら
れ
て
山
神
図
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
山
神

図
は
、
巫
俗
に
用
い
ら
れ
る
も
の
と
は
差
が
な
い
。
こ
の
山
神
閣
や
七
星
閣
は
、

本
来
韓
国
の
伝
統
的
な
山
神
が
仏
教
に
取
入
れ
ら
れ
て
以
来
、
今
日
に
至
る
ま

で
民
間
の
重
要
な
信
仰
対
象
に
な

っ
て
い
る
。

仏
教
儀
式
の
神
衆
作
法
の
中
の
、
山
神

・
龍
王
神

・
門
神

・
井
神

・
土
神

・

海
神

・
日
月
神
な
ど
も
、
韓
国
在
来

の
民
間
信
仰
や
巫
俗
信
仰
と
合
致
し
て
い

フ
ル
コ
ソ

る
。

つ
ま
り
、
仏
功
の
対
象
に
な
る
神
は
仏
陀
だ
け
で
は
な
く
て
、
場
合
に
よ

っ
て
、
上
に
挙
げ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
神
が
対
象
に
な
る
。
例
え
ば
、
災
難
の
時
は

「山
神
仏
功
」
、
祈
子
の
時
は

「
七
星
仏
功
」
、
海
上
に
関
係
す
る
時
は

「龍
王

仏
功
」
と
い
う
よ
う
に
、
民
間
信
仰
な
い
し
巫
俗
信
仰
と
の
習
合
の
形
に
な
る
。

特
に
、
死
者
の
薦
度
祭
儀
で
あ
る
四
十
九
斉
や
百
日
斉
は
、
巫
俗
の
オ
グ
ク

ッ
と
十
王
ク
ッ
と
大
変
類
似
し
て

い
る
。
ま
た
、
仏
殿
に
食
べ
物
や
お
金
を
捧

げ
て
、
幸
運
や
治
病
、
財
運
発
願
な
ど
を
祈
願
す
る
仏
功
は
、
シ
ャ
ー
マ
ン
の

財
運
ク
ッ
や
病
ク
ッ
、
産
神
ク
ッ
な
ど
に
比
較
さ
れ
る
。

信
者
の
信
仰
的
態
度
は
、
巫
俗
の
祈
福
的
な
信
仰
観
の
延
長
線
の
上
に
仏
教

を
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
。
と
い
う
の
は
、
シ
ャ
ー
マ
ン
を
呼
ん
で
ク
ッ
を
依

頼
す
る
人
で
も
、
お
寺
に
行

っ
て
祈
願
の
仏
功
を
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
、
仏
教
と
巫
俗
と
を
は

っ
き
り
区
別
し
な
い
態
度
は
、
学
歴
や
知
的
水
準
の

そ
れ
ほ
ど
高
く
な
い
信
者
に
よ
く
見
ら
れ
る
。

2
.
2
.
3

巫
俗
と
仏
教
と
の
習
合
の
要
因

前
節
で
は
、
巫
俗
と
仏
教
が
相
互
に
影
響
し
合
う
諸
相
を
み
て
き
た
。
こ
こ

で
は
、
そ
れ
ら
を
生
み
出
す
要
因
は
何
か
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

巫
俗
と
仏
教
が
摩
擦
な
し
に
習
合
さ
れ
た
の
は
、
前
者
が
共
通
の
宗
教
的
分

母
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
巫
俗
の
基
底
に
は
、
神
聖
に
基

づ
く
こ
の
世
と
あ
の
世
、
生
と
死
、
あ
る
と
な
い
な
ど
の
区
別
を
明
確
に
し
な

い
未
分
的
心
性
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
絶
え
る
こ
と
な
く
循
環
す
る
も
の
で
あ

る
と
い
う
思
考
体
系
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

仏
教
の
場
合
も
、
来
世
と
業
報
の
輪
廻
の
重
視
、
禪
を
通
じ
て
空
に
到
達
で

き
る
と
強
調
す
る
な
ど
に
、
未
分
的
思
考
体
系
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
共

通
性
が
、
巫
俗
と
仏
教
と
の
習
合
を
容
易
に
促
し
た
大
き
な
要
因
で
あ
る
。

次
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
仏
教
が
韓
国
的
宗
教
の
下
地
の
上
で
、
布
教
さ
れ

成
長
す
る
過
程
で
あ
る
。
仏
教
は
、
在
来
の
民
間
信
仰
や
巫
俗
の
要
素
を
吸
収

し
な
が
ら
布
教
さ
れ
て
き
た
。
巫
俗
の
方
か
ら
も
、
仏
教
の
宗
教
的
威
信
や
組

織
性
な
ど
に
習

っ
て
、
仏
教
的
要
素
を
取
入
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
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2
.
3

朝
鮮
寺
に
お
け
る
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム

ー
.
1
.
2
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
朝
鮮
寺
は
仏
教
的
形
式
の
お
寺
で
は
あ

る
が
、
ク
ッ
堂
を
も

っ
て
い
る
こ
と
が
最
大
の
特
徴
で
あ
る
。
ま
た
、
殆
ど
の

お
寺
で
は
ク
ッ
が
行
な
わ
れ
て
い
る
し
、
そ
の
時
、
シ
ャ
ー
マ
ソ
に
加
わ

っ
て

僧
侶
が
参
加
し
て
い
る
こ
と
も
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
そ
の
具
体
例
と
し
て
、
大

興
寺
の
事
例
を
取
上
げ
て
、
シ
ャ
ー

マ
ン

・
僧
侶

・
信
者
の
立
場
か
ら
シ
ン
ク

レ
テ
ィ
ズ
ム
の
問
題
を
考
察
す
る
。

大
興
寺
は
真
言
宗
醍
醐
派
と
し
て
、
住
職
は
金
氏

(
六
二
才
)
と
玄
氏

(五

六
才
)
の
夫
婦
シ
ャ
ー
マ
ン
が
務
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
韓
国
か
ら
の
僧
侶

(太

古
宗
)
の
崔
氏

(三
〇
才
)
が
雇
わ
れ
て
い
る
。

先
ず
境
内
を
覗
い
て
み
る
と
、
入

口
か
ら
入

っ
て
右
の
方
に
二
階
建
の
建
物

が
見
え
る
。

一
階
は
台
所
や
浴
室
、
倉
庫
が
あ
り
、
二
階
に
は

一
〇
畳
く
ら
い

の
部
屋
が
あ
る
。
こ
こ
は
、
ク
ッ
が
行
な
わ
れ
る
時
に
使
わ
れ
る
巫
衣
を
作
る

作
業
室
と
、
信
者
の
多

い
時
の
彼
ら
の
寝
室
と
を
兼
ね
て
い
る
。
こ
の
建
物
の

入
口
の
と
こ
ろ
に
大
竿
が
立
て
ら
れ
て
い
て
、
シ
ャ
ー
マ
ン
に
よ

っ
て
ク
ッ
が

行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
。
入
口
の
左
の
方
に
は
谷
が
あ

っ
て
、

そ
の
奥
に
は
自
然
石
に
彫
り
込
ま
れ
た
不
動
明
王
が
祭
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
を

ヨ
ン
ワ
ソ
ダ
ン

シ
ャ
ー
マ
ン
と
信
者
た
ち
は
龍
王
堂
と
呼
ん
で
い
る
。
入
口
か
ら
正
面
に
見
え

る
と
こ
ろ

(
二
階
建
て
の
向
い
)
が
三
〇
畳
く
ら
い
の
賽
神
場

(
ク
ッ
堂
)
で

ホ

フ
ダ

ン

あ
る
。
こ
こ
は
、
ク
ッ
が
行
な
わ
れ
る
時
は
本
堂

(法
堂
)
よ
り
も
中
心
に
な

る
場
所
で
あ
る
。
浴
室

・
ト
イ
レ

・
流

し
台

・
寝
具
な
ど
が
揃

っ
て
い
る
の
で
、

特
に
何
日
も
か
か
る
大
賽
祭

(
ク
ソ
ク

ッ
)
の
時
は
、
シ
ャ
!
マ
ソ
を
始
め
ク

ッ
の
依
頼
者
や
参
加
者
が
泊
ま
る
場
所
で
も
あ
る
。

お
寺
に
ク
ッ
堂
が
あ
る
こ
と
は
、
本
国
で
は
み
ら
れ
な
い
朝
鮮
寺
の
特
色
で

あ
る
の
は
、
既
に
見
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
大
興
寺
の
住
職
で
あ
る
金
氏
は
、

こ
れ
に
関
し
て
、

シ
ソ
バ

ン

「
済
州
道
で
は
神
房

.(シ
ャ
ー
マ
ン
の
こ
と
)
が
個
人
の
ク
ッ
堂
を
も

っ
て

い
る
の
は
、
大
変
珍
し
い
こ
と
で
あ
る
。
個
人
の
ク
ッ
は
、
主
に
個
人
の
家
か

海
辺
で
行
な
わ
れ
る
の
で
、
色

々
不
便
な
と
こ
ろ
が
多
い
。
特
に
、
雨
が
降
る

時
や
風
が
強

い
時
は
大
変
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
は
色

々
設
備
が
整

っ
て
い

る
の
で
ク
ッ
を
す
る
の
に
は
最
適
で
あ
る
。
」
と
、
語

っ
で
い
る
。

本
堂
は
ク
ッ
堂
と
は
別
の
建
物
で
、
少
し
高
い
と
こ
ろ
に
あ
り
、・
ク
ッ
堂
よ

り
は
や
や
狭
い
。
中
に
は
仏
像
が
安
置
さ
れ
て
お
り
、
天
井
に
は
信
者
の
寄
進

に
よ
る
五
〇
あ
ま
り
の
蓮
灯
が
飾
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
信
者
の
性
格
で
あ
る
。
大
興
寺
を
訪
れ
る
信

者
は
、
仏
教
信
者
で
は
な
く
住
職
の
シ
ャ
ー
マ
ソ
と
ク
ッ
に
よ

っ
て
結
ば
れ
て

い
る
お
客
で
あ
る
。住
職
の
話
で
は
常
連
の
お
客
は
二
〇
〇
人
く
ら
い
で
あ
る
。

特
に
、
お
寺
の
年
中
行
事
で
あ
る
四
月
八
日

(釈
迦
誕
生
日
)
、
七
月
七
日

(七

星
祭
)
、

一
二
月
二
二
日

(冬
至
祭
)
が
重
視
さ
れ
、
信
者
の

一
番
多
い
日
は

四
月
八
日
で
あ
る
。
こ
の
日
は
四
〇
〇
～
五
〇
〇
人
く
ら
い
の
信
老
が
集
ま
り
、

蓮
灯
は
五
〇
〇
個
程
を
数
え
る
。
蓮
灯
は
本
人
が
直
接
参
加
し
な
く
て
も
親
戚

や
知
人
に
頼
む
場
合
も
あ
る
。

こ
れ
ら
の
信
者
は
、
ク
ッ
を
依
頼
し
な
く
て
も
奇
妙
な
夢
を
見
た
り
原
因
が

よ
く
分
か
ら
な
い
こ
と
が
起

っ
た
り
す
る
と
、
電
話
で
の
相
談
を
す
る
場
合
も

あ
る
。
電
話
で
の
相
談
は
女
性
シ
ャ
ー
マ
ン
で
あ
る
玄
氏
が
応
え
る
。
こ
の
こ

と
か
ら
、
現
代
の
複
雑
な
社
会
で
共
通
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
心
理
的
不
安
を
抱
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え
て
い
る
在
日
韓
国

・
朝
鮮
人
に
と

っ
て
、
こ
の
相
談
が
セ
ラ
ピ
ー
的
な
役
割

を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ク
ッ
堂
で
は
ク

ッ
が
行
な
わ
れ
本
堂
で
は
仏
教
儀
式
が
行
な

わ
れ
て
い
る
点
で
は
、
巫

・
仏
の
シ
ソ
ク
レ
テ
ィ
ッ
ク
な
現
象
が
み
ら
れ
る
。

こ
の
お
寺
の
主
な
行
事
は
僧
侶
に
よ
る
仏
教
儀
式
よ
り
も
、
シ
ャ
ー
マ
ン
に
よ

る
巫
俗
儀
礼
で
あ
る
。
こ
の
儀
礼
の
行
な
わ
れ
る
時
、
僧
侶
も
加
わ

っ
て
い
る
。

巫
俗
儀
礼
が
本
来
も

っ
て
い
る
仏
教
的
な
要
素
に
つ
い
て
は
、
前
で
み
て
き
た

の
で
こ
こ
で
は
そ
れ
以
上
触
れ
な

い
こ
と
に
す
る
。
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、

巫
俗
儀
礼
に
僧
侶
が
加
わ
る
こ
と
が
、
シ
ャ
ー
マ
ン

・
信
者

・
僧
侶
自
身
に
と

っ
て
ど
う
い
う
意
味
を
も
つ
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
ひ
い
て
は
在

日
韓
国

・
朝
鮮

人
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
題
に
も
関
わ

っ
て
い
る
。

先
ず
、
シ
ャ
ー
マ
ン
の
立
場
か
ら

こ
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。
ク
ッ
の
進

行
は
、
何
人
か
の
シ
ャ
ー
マ
ソ
だ
け

で
充
分
で
あ

っ
て
、
必
ず
し
も
僧
侶
は
必

要
で
は
な
い
。
ク
ッ
の
中
で
僧
侶

の
役
割
は
、
、巫
楽
の
演
奏
や
供
物

の
上
げ
下

げ
の
手
伝
い
程
度
で
あ

っ
て
、
こ
れ
は
シ
ャ
ー
マ
ソ
で
も
で
き
る
仕
事
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
シ
ャ
ー
マ
ン
が
僧
侶
を

ク
ッ
に
参
加
さ
せ
る
の
は
何
を
狙

っ
て
の

こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

韓
国
で
の
巫
俗
は
、
朝
鮮
時
代
に
階
層
化
さ
れ
た
社
会
に
お
い
て
蔑
視
さ
れ

迷
信
視
さ
れ
た
。
ま
た
虐
げ
ら
れ
た
人
々
の
間
で
行
な
わ
れ
た
た
め
、
巫
俗
が

宗
教
と
し
て
認
め
ら
れ
ず
に
今
日
ま

で
至
る
よ
う
に
な

っ
た
。
在
日
韓
国

・
朝

鮮
人
の
間
で
の
巫
俗
も
そ
の
延
長
線
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
巫
俗
が

高
等
宗
教
と
認
め
ら
れ
る
仏
教
の
形
を
借
り
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
宗
教
と
し
て

の
権
威
を
強
化
し
正
当
化
し
よ
う
と
し
た
。
ク
ッ
を
行
な
う
時
に
僧
侶
を
参
加

さ
せ
る
の
は
そ
の
現
わ
れ
で
あ
り
、
在
日
巫
俗
の
特
徴
で
も
あ
る
。

1

・
M

・
ル
イ
ス
は

「安
定
し
た
政
治
的
地
位
が
存
在
し
な
い
非
常
に
小
規

模
の
社
会
で
は
、
シ
ャ
ー
マ
ン
自
身
が
人
間
同
士
の
お
よ
び
人
間
と
精
霊
と
の

　ド
　

交
流
を
す
る
、
全
能
的
な
権
能
者
と
し
て
君
臨
す
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
、
在
日
韓
国

・
朝
鮮
人
が
日
本
社
会
の
中
で
小
規
模
の
民
族
集
団
で

あ
り
、
ま
た
、
政
治
的
地
位
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
シ
ャ
ー
マ
ン

は
仏
教
を
取
入
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
巫
俗
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
を
計
る
と
同
時
に

自
ら
カ
リ
ス
マ
的
存
在
と
し
て
信
者
の
間
で
君
臨
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ご

く

一
例
を
挙
げ
る
と
、
信
者
た
ち
は
シ
ャ
ー
マ
ン
の
こ
と
を

"先
生
"
"ボ
サ

ル
様
"
あ
る
い
は
親
族
呼
称
で
あ
る

"お
姉
さ
ん
"
と
い
っ
た
尊
称
を
も
ち
い

て
呼
ん
で
い
る
。
ま
た
、
信
者
は
大
阪
と
そ
の
周
辺
だ
け
で
は
な
く
、
東
京

・

名
古
屋

・
九
州

・
北
海
道
ま
で
分
布
し
て
い
る
。
大
阪
と
そ
の
周
辺
の
場
合
は

大
興
寺
で
ク
ッ
を
行
な
う
が
、
そ
れ
以
外
の
と
こ
ろ
は
シ
ャ
ー
マ
ン
の
グ
ル
ー

プ

(僧
侶
を
含
め
て
)
が
そ
こ
ま
で
出
掛
け
る
。

こ
の
よ
う
に
、
シ
ャ
ー
マ
ン
が
僧
侶
を
雇
つ
て
い
る
こ
と
と
本
堂
よ
り
は
ク

ッ
堂
が
中
心
に
な

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
仏
教
が
巫
俗
に
習
合
し
て
い
る
と
思

わ
れ
る
。

次
は
、
僧
侶
の
立
場
か
ら
考
え
て
み
る
。
谷

富
夫
氏
は
、

「
…
日
本
に
お
い
て
も
、
韓
国
系
の
宗
派
に
属
し
て
い
る
男
僧
は
賽
神
を
し

な
い
。
韓
国
仏
教
は
、
巫
俗
を
迷
信
と
み
な
し
て
否
定
す
る
立
場
か
ら
、
『
国

民
風
俗
』
と
と
ら
え
て
そ
れ
が
も

つ
国
民
精
神
の
統
合
機
能
を
評
価
す
る
寛
容

な
立
場
ま
で
、
い
ろ
い
ろ
あ
る
よ
う
だ
が
、
と
も
か
く
、
み
ず
か
ら
巫
俗
に
か

か
わ
る
こ
と
だ
け
は
戒
め
ら
れ
て
い
る
。
私
た
ち
が
出
会

っ
た
何
人
か
の
韓
国
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正
統
派
の
僧
侶
は
み
な
、
寺
で
賽
神
を
す
る
こ
と
は
好
ま
し
く
な
い
し
、
自
分

　　
　

自
身
は
や
ら
な
い
と
話
し
て
い
た
。」

と
報
告
し
、
実
際
は
僧
侶
が
ク
ッ
を
黙
認
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
大
興

寺
の
僧
侶
崔
氏
は
、

一
九
九
〇
年

三
月
済
州
道
か
ら
来
て
い
る
。
韓
国
仏
教
の

正
統
派
で
あ
る
太
古
宗
の
出
身
で
あ
る
。
来
日
の
目
的
は
、
建
て
前
は
韓
国
仏

教
の
布
教
で
あ
る
が
、
本
音
は
経
済
的
理
由
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
韓
国
で

は
法
師
に
な
る
た
め
仏
教
大
学
に
進
学
す
る
の
を
志
し
て
い
た
が
、
経
済
的
理

由
で
諦
め
る
し
か
な
か

っ
た
。
こ
の
事
情
を
よ
く
知

っ
て
い
た
崔
氏
の
師
匠
が
、

ち
ょ
う
ど
金
シ
ャ
ー

マ
ン
か
ら
頼
ま
れ
て
い
た
こ
と
も
あ

っ
て
、
崔
氏
を
紹
介

し
て
あ
げ
た
そ
う
で
あ
る
。

崔
氏
は
、
来
日
す
る
前
か
ら
シ
ャ
ー
マ
ン
が
住
職
で
あ
る
と
知

っ
て
い
た
。

実
際
、
ク
ッ
を
否
定
し
つ
つ
も
参
加
し
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
の
が
、
内
心

苦
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
、
い
ず
れ
本
国

へ
帰
る
こ
と
が
気
に
な
る

よ
う
で
あ
る
。
本
国
の
仏
教
界
で
も
、
朝
鮮
寺
の
事
情
が
あ
る
程
度
知
ら
れ
て

い
る
の
で
、
滞
在
期
間
が
長
く
な
る
と
疑
わ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
と
心
配
し
て
い

る
。こ

こ
か
ら
も
、
朝
鮮
寺
に
お
け

る
巫
俗
と
仏
教
と
の
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ッ
ク
な

現
象
は
、
仏
教
の
方
か
ら
の
要
請

で
は
な
い
こ
と
が
見
え
る
。
」む
し
ろ
仏
教
の

方
は
こ
れ
を
拒
ん
で
い
て
、
巫
俗

の
方

(信
者
を
も
含
め
た
意
味
で
)
は
こ
れ

を
積
極
的
に
望
ん
で
い
る
と
言
え
る
か
と
思
う
。

も
う

一
つ
、
日
本
の
宗
教
的
な
風
土
か
ら
言
え
る
こ
と
が
あ
る
。
大
興
寺
の

場
合
、
日
本
の
修
験
道
系
の
宗
派

で
あ
る
真
言
宗
醍
醐
派
に
所
属
し
て
い
る
。

住
職
で
あ
る
金
氏
と
玄
氏
夫
婦
は
、
律
師
の
資
格
を
持

っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と

は
日
本
の
民
俗
宗
教
に
よ
く
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「…
シ
ャ
ー

マ
ン
が

一
人
前
の
職
能
者
と
し
て
商
売
を
開
く
と
き
、
自
ら
の
立
場
を
正
当
化

す
る
た
め
に
大
教
団
か
ら
布
教
師
や
教
師
の
免
許
を
取
得
し
、
成
立
宗
教
の
傘

ヨ
　

下
に
入
る
こ
と
が
す
こ
ぶ
る
多
い
。」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
あ
く
ま

で
も
名
目
上
の
所
属
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
教
義
の
布
教
よ
り
は
ク
ッ
に
よ
る
現

世
利
益
行
為
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
月
本
の
宗
教
的
な
風
土

が
朝
鮮
寺
の
在
り
方
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

今
度
は
、
信
者
の
方
か
ら
こ
の
問
題
を
考
察
し
て
み
た
い
。
信
者
の
場
合
は
、

も

あ

宗
教
に
対
す
る
境
界
意
識
が
希
薄
で
あ

っ
て
、
巫
俗
で
あ
れ
仏
教
で
あ
れ
韓
国

へ

あ

ヘ

ヤ

的
な
も
の
を
求
め
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
巫
俗
と
仏
教
に
対
し
て
求

め
て
い
る
の
は
そ
れ
ぞ
れ
違
う
。

在
日
韓
国

・
朝
鮮
人
の
場
合
も
、
巫
俗
を
見
下
げ
る
意
識
は
本
国
と
変
り
は

な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
朝
鮮
寺
が
外
観
上
お
寺
の
形
式
で
あ
る
こ
と
は
、

信
者
に
と

っ
て
は
都
合
の
い
い
こ
と
で
あ
る
。
ク
ヅ
堂
に
行
く
と
い
う
こ
と
よ

り
、
お
寺
に
行
く
と
い
う
方
が
気
楽
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
ク
ッ
の
場
面
に
僧
侶

が
同
席
し
て
、
さ
ら
に

「仏
経
」
を
も
読
経
す
る
こ
と
は
、
信
者
に
安
心
感
を

与
え
る
効
果
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

以
上
、朝
鮮
寺
に
お
け
る
巫
俗
と
仏
教
と
の
シ
ソ
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
の
問
題
を
、

シ
ャ
ー
マ
ソ

.
信
者

.
僧
侶
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
述
べ
て
き
た
。
巫
俗
が
仏

教
的
な
要
素
を
取
入
れ
て
い
る
の
は
、
基
本
的
に
は
本
国
と
変
り
が
な
い
。
し

か
し
、
ク
ッ
堂
と
本
堂
が
共
存
し
て
い
る
こ
と
や
僧
侶
が
ク
ッ
に
参
加
し
て
い

る
こ
と
、シ
ャ
・ー
マ
ン
が
日
本
寺
の
律
師
資
格
を
取
得
し
て
い
る
こ
と
な
ど
は
、

朝
鮮
寺
の
本
国
の
巫
俗
と
大
い
に
違
う
点
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
は
シ
ャ
ー
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マ
ン
の
方
か
ら
の

一
方
的
な
要
求
で
は
な
く
、
信
者
の
方
か
ら
も
望
ま
れ
て
い

る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ッ
ク
な
現
象
が
、

日
本
の
宗
教
的
風
土
の
中
で
成
り
立

っ
て
い
る
の
も
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
朝
鮮
寺
は
巫
俗

本
来

の
在
り
方
を
保
ち
つ
つ
、
日
本
と
い
う

土
壌
の
上
で
独
自
の
在
り
方
を
も
見
せ
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
は
、
日
常
的
な
空
間

と
し
て
の
本
堂
と
、
非
日
常
的
な
空
間
と
し
て
の
ク
ッ
堂
の
共
存
し
合
え
る
メ

カ
ニ
ズ
ム
を
生
み
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

3

ク

ッ
の
依
頼
者
の
タ
イ
プ

.

在
日
韓
国

・、朝
鮮
人
は
皆
ク
ッ
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
あ
る
程
度
経

済
的
な
余
裕
が
あ
り
、
特
に

一
世

な
ど
、
異
国
生
活
で
の
本
国
に
対
す
る
懐
か

し
さ
を
味
わ
い
た
い
人
が
主
で
あ
る
。
二
世

・
三
世
の
場
合
、
ク
ッ
に
参
加
す

る
の
は
何
よ
り

一
世
の
影
響
が
大

き
い
。

一
世
は
、
日
本
に
来
た
当
時
の
韓
国

で
は
ク
ッ
が
盛
ん
で
あ

っ
た
こ
と
を
経
験
し
て
い
る
。

大
興
寺
の
場
合
も
信
者
層
は

一
世
が
中
心
に
な

っ
て
い
る
。
ま
た
、

一
世
を

中
心
と
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

(親
戚

:
知
人

・
同
郷
な
ど
)
が
広
が
り

つ
つ
あ

る
。
最
近
は
日
本
人
の
信
者
も
増

え
る
傾
向
に
あ
る
。

以
下
で
は
、
私
が
こ
れ
ま
で
見

て
き
た
事
例
の
な
か
で
、
特
に
典
型
的
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
三
つ
の
事
例
を
取

り
あ
げ
、
ク
ッ
を
依
頼
す
る
動
機
や
依
頼
者

の
属
性
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
ど
う
い
う
人
が
ど

う
い
う
目
的
で
ク
ヅ
を
依
頼
す
る
か
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。

事
例
1

こ
の
事
例
は
、

一
九
九

一
年
六
月
三
〇
日
か
ら
七
月
四
日
ま
で
五
日
間
行
な

わ
れ
た
。
本
主

(依
頼
者

・
祭
主

・
願
主
な
ど
の
言
い
方
が
あ
る
が
、
以
下
で

は
実
際
ク
ッ
を
行
な
う
時
に
使
わ
れ
る
本
主
と
い
う
用
語
を
用
い
る
)
は
、
奈

良
市
中
山
町
に
住
ん
で
い
る
七
九
才
の
在
日

一
世
の
女
性
で
あ
る
。
彼
女
は
三

四
才
の
時
夫
を
亡
く
し
て
か
ら
、

一
人
で
長
男

(五
九
才
)
と
長
女

(五
二
才
)

を
育
て
て
き
た
。
長
男
は
三
人
の
息
子

(三
三
才

・
三

一
才

・
二
七
才
)
の
生

活
に
つ
い
て
色
々
悩
み
を
抱
え
て
い
る
。
こ
の
う
ち
三

一
才
の
次
男
が
、

一
九

九

一
年
四
月
家
出
を
し
た
後
消
息
を
断

っ
て
い
る
。
長
女
の
場
合
は
、
裕
福
な

家
庭
で
二
人
の
息
子
が
ア
メ
リ
カ
留
学
中
で
あ
る
。

今
回
ク
ッ
を
依
頼
す
る
よ
う
に
な

っ
た
動
機
は
宀
本
主
が
前
に
体
の
調
子
が

悪
く
て
プ
ダ
ク
コ
リ

(小
さ
い
ク
ッ
の
こ
と
)
を
行
な

っ
た
時
、
色
々
な
家
系

事
情
に
原
因
が
あ
る
こ
と
が
分
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
先
祖
の

中
に
神
房
が
い
た
と
い
う
こ
と
と
、
亡
く
な

っ
た
夫
が
生
前
、
生
活
の
た
め
に

古
物
を
拾
う
仕
事
を
し
て
お
り
、
そ
の
彼
が
瓦
で
蛇
を
こ
ろ
し
た
こ
と
が
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
が
あ

っ
て
、
本
主
は
前
か
ら
首
が
切
ら

れ
た
蛇
の
夢
を
よ
く
見
た
と
言
う
。
そ
こ
で
、
今
度
の
ク
ッ
を
通
じ
て
先
祖
と

蛇
の
霊
を
慰
め
る
こ
と
に
し
た
。
ま
た
、
家
出
を
し
て
消
息
を
断

っ
た
孫
が

一

日
も
早
く
帰

っ
て
く
る
こ
と
を
も
願

っ
て
の
ク
ッ
で
あ
る
。

こ
う
い
う
わ
け
で
、
ど
う
せ
ク
ッ
を
や
る
な
ら
大
き
い
規
模
の
方
が
、
先
祖

の
霊
を
慰
め
て
生
き
て
い
る
子
孫
の
た
め
に
良
い
と
い
う
ふ
う
に
話
が
ま
と
ま

っ
た
。
ク
ッ
が
行
な
わ
れ
る
間
、
本
主
は
ク
ッ
堂
に
泊
り
な
が
ら
シ
ャ
ー
マ
ソ

と
行
動
を
共
に
し
た
。
特
に
シ
ャ
ー
マ
ソ
の
占

い
や
ヨ
ン
ゲ
ウ
ル
ム

(
口
寄
せ
)
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を
す
る
時
は
真
剣
に
な

っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
ク
ッ
の
途
中
で
シ
ャ
ー
マ
ソ
の

指
示
に
従
い
拝
礼
を
し
た
り
泣
き
出
し
た
り
し
た
。
長
女
の
方
も
ク
ッ
に
対
し

て
は
肯
定
的
で
あ
る
。
彼
女
は
普
段
か
ら
胸
が
息
苦
し
く
て
病
院
に
も
行

っ
て

い
る
が
、
病
名
が
分
か
ら
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
し
か
し
、
ク
ッ
を
し
た
後
は
気

分
が
す

っ
き
り
す
る
そ
う
で
あ
る
。
彼
女
は
、
「私
が
先
祖
に
拝
ん
だ
か
ら
と

い
っ
て
、
そ
れ
だ
け
を
信
じ
た
ら
あ
か
ん
。
あ
る
程
度
は
自
分
で
努
力
し
な
き

ゃ
あ
か
ん
」
と
言
い
な
が
ら
踊
り
に
夢
中
に
な

っ
て
い
た
。

こ
の
五
日
間
の
ク

ッ
の
費
用
は

一
六
〇
万
円
く
ら
い
で
あ
る
。
そ
の
費
用
は

全
て
長
男
が
払

っ
て
い
る
。
ま
た
来
年

(
一
九
九
二
年
)
に
は
、
も

っ
と
大
き

い
ク
ッ
(七
～

一
〇
日
間
く
ら
い
で
、
予
算
は
三
〇
〇
～
五
〇
〇
万
円
く
ら
い
)

を
依
頼
す
る
予
定
で
あ
る
。

事
例
2

こ
の
事
例
は
、

一
九
九
〇
年
五
月

一
七
日
か
ら
二
四
日
ま
で
八
日
間
に
渡

っ

て
行
な
わ
れ
た
。
ク
ッ
の
本
主
は
、
東
大
阪
市
で
印
刷
工
場
を
経
営
し
て
い
る

四
七
才
の
男
性
の
母
親
で
あ
る
。
こ
の
男
性
の
父
親
は
、

一
八
才
の
時
来
日
し

て
苦
労
を
し
た
あ
げ
く
二
五
才
の
時
行
方
不
明
に
な

っ
た
。
こ
れ
は
、
彼
が
生

ま
れ
る
直
前
の
出
来
事
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
は
貧
し
い
生
活
に
耐
え
な
が
ら
母

の
も
と
で
育
て
ら
れ
て
き
た
。
学
生
時
代
は
印
刷
工
場
で
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
な

が
ら
勉
学
に
励
み
、
現
在
は
あ
る
程
度
安
定
し
た
生
活
を
送

っ
て
い
る
。
し
か

し

一
年
く
ら
い
前
か
ら
精
神
的
な
異
常
が
起
こ
り
、
病
院
に
も
通

っ
て
は
い
る

が
な
か
な
か
よ
く
な
ら
な
い
の
で
ク

ッ
を
す
る
こ
と
に
決
め
た
。
ク
ッ
を
行
な

う
直
接
の
き

っ
か
け
に
な

っ
た
の
は
、
彼
の
叔
父
の
進
め
で
あ
る
。
叔
父
は
数

年
前
、
金
シ
ャ
ー
マ
ソ
に
ク
ッ
を
や

っ
て
も
ら

っ
て
か
ら
は
家
運
が
よ
く
な

っ

た
そ
う
で
あ
る
。

ク
ッ
の
間
に
、
す
で
に
日
本
に
帰
化
し
て
い
る
本
主
の
長
男
夫
婦
と
、

一
九

才
の
時
日
本
で
道
路
工
事
中
亡
く
な

っ
た
四
七
才
の
伯
父

(本
主
の
息
子
)
の

こ
と
が
問
題
に
な

っ
た
。
シ
ャ
ー
マ
ソ
の
話
で
は
、
長
男
の
夫
婦
が
帰
化
し
た

後
は
故
郷
の
先
祖
の
お
墓
参
り
も
し
て
い
な
い
し
、
ま
た
先
祖

へ
の
供
養
を
お

ろ
そ
か
に
し
た
の
で
、
先
祖
が
凄
く
怒

っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
特
に
、

こ
の
家
は
お
墓
の
山
神
が
強
い
と
付
け
加
え
ら
れ
た
。
ま
た
、
不
幸
な
死
に
遭

っ
た
伯
父
の
霊
を
ク
ッ
を
通
じ
て
慰
め
る
べ
き
で
あ
る
と
言

っ
て
い
た
。

事
例
3

こ
の
事
例
は
、

一
九
九

一
年
五
月
二
二
日
か
ら
二
九
日
ま
で
八
日
間
行
な
わ

れ
た
。
本
主
は
七
九
才

(男
性
)
の
会
社
社
長
で
、
五
人
の
息
子
が
社
長

(
二

人
)

・
医
老

(二
人
)

・.弁
護
士

(
一
人
)
の
仕
事
に
携
わ

っ
て
い
て
、
家
庭

的
に
は
別
に
悩
み
を
抱
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
本
主
は
五
九
才
ま
で
は
ク

ッ
に
つ
い
て
大
変
否
定
的
で
あ

っ
た
。
し
か
し
家
運
が
悪
く
な

っ
て
き
た
時
、

ク
ヅ
を
や

っ
た
ら
事
態
が
良
く
な

っ
た
の
で
、
そ
れ
以
来
は
三
～
五
年
毎
に
や

っ
て
い
る
。

一
回
の
ク
ッ
の
費
用
は
五
〇
〇
万
円
程
度
で
、
先
祖

へ
の
供
養
が

目
的
で
あ
る
。
今
度
の
大
興
寺
再
建
の
時

(
一
九
九
二
年
)
に
は
大
手
の
ス
ポ

ン
サ
ー
.に
な

っ
た
。

以
上
、
三
つ
の
事
例
は
在
日
社
会
で
よ
く
み
ら
れ
る
タ
イ
プ
で
あ
る
。
三

つ

の
事
例
と
も
本
主
が
在
日

一
世
で
あ
る
と
い
う
共
通
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
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う
ち
、
女
性
が
二
人
で
男
性
が

一
人
で
あ
る
。
こ
の
数
字
を
以
て
、
在
日
社
会

全
体
の
傾
向
を
結
論
づ
け
る
の
は
難

し
い
と
思
う
。
し
か
し
、
女
性
を
中
心
に

し
な
が
ら
男
性
の
場
合
も
ク
ッ
を
依
頼
し
て
い
る
こ
と
は
分
か
る
。
ま
た
、
正

確
な
統
計
は
で
て
い
な
い
が
、
本

国
へ
の
行
き
来
の
少
な
い
人
が
ク
ッ
を
依
頼

す
る
場
合
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
本
国
で
は
最
近
ク
ッ
を
や

ら
な
く
な

っ
て
い
る
事
情
を
よ
く
知
ら
な
い
こ
と
と
関
連
し
て
い
る
か
も
し
れ

な
い
。

4

在
日
社
会
に
お
け
る
巫
俗
信
仰
の
意
味
と
機
能

巫
俗
文
化
は
、
本
国
に
お
い
て
は
衰
退
の

一
方
に
お
か
れ
て
い
る
。
当
然
、

巫
俗
信
仰
に
対
す
る
人

々
の
考
え
方
も
厳
し
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
在
日

韓
国

・
朝
鮮
人
の
社
会
で
は
そ
の
よ
う
な
傾
向
は
見
え
ず
、
む
し
ろ
流
行
し
て

い
る
と
言
え
る
か
と
思
う
。
こ
の
よ
う
な
開
き
は
、
ど
の
よ
う
に
説
明
で
き
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
に
答
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、
以
下
の
事
柄
を
挙

げ
よ
う
。

先
ず
、
先
祖
崇
拝
の
観
点
か
ら
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
国
で
の
先
祖
崇
拝

は
、
男
性
を
中
心
に
す
る
儒
教
と
女
性
を
中
心
に
す
る
巫
俗
と
が
、
そ
の
役
割

を
果
た
し
て
い
る
。
特
に
、
巫
俗
信
仰
の
場
合
は
供
養
す
る
先
祖
の
範
囲
が
儒

教
よ
り
も
広
い
の
で
あ
る
。
在
日
韓

国

・
朝
鮮
人
の
社
会
で
も
基
本
的
に
は
本

国
と
は
変
わ
ら
な
い
が
、
巫
俗

の
役

割
は
違

っ
て
く
る
。
在
日

一
世
に
は
、
異

国
で
苦
労
を
し
た
あ
げ
く
、
不
幸
な
死
に
方
を
し
た
人
が
多
く
み
ら
れ
る
。
彼

ら
の
な
か
に
は
、
現
在
の
耐
え
ら
れ
な
い
悩
み
は
本
国
の
先
祖
の
お
墓
参
り
を

ち
ゃ
ん
と
し
て
い
な
い
こ
と
に
起
因
す
る
と
い
う
考
え
方
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ

ら
を
解
消
す
る
た
め
に
は
先
祖

へ
の
祭
祀
だ
け
で
は
充
分
で
は
な
い
。そ
こ
で
、

巫
俗
が
機
能
す
る
理
由
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
巫
俗
で
は
先
祖
の
供
養
さ
え

す
れ
ば
、
子
孫
に
福
を
与
え
た
り
、
運
を
よ
く
し
た
り
で
き
る
と
い
う
考
え
方

が
あ
る
。
こ
の
二
つ
は
、
お
互
い
に
絡
み
合

っ
て
い
る
の
で
切
り
離
す
こ
と
は

出
来
な
い
。

心
理
人
類
学
者
で
あ
る

○
.
∪
Φ
〈
oω
に
よ
れ
ば

「あ
る
集
団
の
民
族
的
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
そ
の
集
団
成
員
個

々
の
判
断
に
よ

っ
て
、
自
集
団
の
文
化

の
何
ら
か
の
側
面
を
象
徴
的
に
表
わ
す
も
の
に
よ

っ
て
成
り
立

っ
て
お
り
、
そ

れ
を
共
有
す
る
者
に
対
し
て

一
体
感
を
も
ち
、
そ
れ
に
よ

っ
で
自
集
団
を
他
集

ま
　

団
か
ら
区
別
し
よ
う
と
す
る
。
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
、
「
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
ー
と
は
、

そ
の
言
葉
の
最
も
狭
い
意
味
で
は
、
過
去
と
連
な

っ
て
い
る
と
い
う
感
情
で
あ

り
、個
人
の
自
己
規
定
の
本
質
的
部
分
と
し
て
維
持
さ
れ
て
い
る
感
情
で
あ
る
。

ま
た
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
ー
は
、
集
団
の
連
鎖
性
に
対
す
る
個
人
の
欲
求
に
密
接
に

連
な

っ
て
い
る
。
そ
れ
は
集
団
の
歴
史
的
連
鎖
の
な
か
で
の
個
人
の
生
存
感
覚

　お
　

を
包
含
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
説
明
の
中
に
は
自
己
規
定

に
よ

っ
て
自
集
団
の
文
化
か
ら
民
族
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
選
択
し
て
い
る

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
民
族
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
感
情
と
し
て

捉
え
て
お
り
、
そ
の
感
情
が
自
己
規
定
の
本
質
的
部
分
に
な

っ
て
い
る
。

民
族
を
決
め
る
も
の
は
、
状
況
と
条
件
に
よ

っ
て
異
な
る
。
例
え
ば
、
在
日

韓
国

・
朝
鮮
人
の
場
合
、
出
身
と
出
生
が
基
準
と
さ
れ
る
。
在
日
韓
国

・
朝
鮮

人
二
世
や
三
世
の
場
合
、
言
語
や
生
活
様
式
、
態
度
に
関
し
て
は
日
本
人
と
異

な
る
も
の
で
は
な
い
し
、
身
体
的
特
性
ま
で
も
日
本
人
と
区
別
が

つ
か
な
い
。
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し
か
し
、
日
本
人
は
国
籍
が
日
本

人
で
は
な
い
と
、
戸
籍
上
朝
鮮
半
島
か
ら
や

っ
て
き
た
こ
と
を
基
準
に
在
日
韓

国

・
朝
鮮
人
に
接
す
る
。

巫
俗
信
仰
は
、
本
国
で
は
伝
統
的
な
要
素
が
強
い
文
化
的
様
相
で
あ
る
。
長

い
歴
史
の
過
程
の
中
で
巫
俗
は
、
迷
信
視

・
差
別

・
打
破
の
的
に
な
り
続
け
て

き
た
。
三
国
時
代
や
高
麗
時
代
に
は
仏
教
と
い
う
宗
教
に
、
朝
鮮
時
代
に
は
儒

教
と
い
う
合
理
主
義
に
、
開
化
以
降
は
科
学
思
想
に
押
さ
え
ら
れ
て
き
た
の
で

あ
る
。
最
近
に
な

っ
て
、
国
際
化

の
時
代
を
迎
え
、
も

っ
と
も
韓
国
的
な
も
の

と
し
て
登
場
し
た
の
が
巫
俗
信
仰
で
あ
る
。
特
に
、

}
九
六
〇
年
代
以
降
に
現

れ
た
民
族
主
義
は
、
韓
国
伝
統
文
化
を
前
面
に
だ
す
よ
う
に
し
た
急
転
換
時
期

の
産
物
で
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
本
国
の
事
情
と
は
違

っ
て
、
在
日
韓
国

・
朝
鮮
人
の
社
会
に
巫

俗
が
登
場
し
た
年
代
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
正
確
な
資
料
が
な
く
そ
の
全
様
を
掴

む
の
は
難
し
い
。
大
阪
に
お
い
て
ク
ッ
が
流
行
す
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
、
信

者
の
話
か
ら

一
九
六
〇
年
代
末
か

一
九
七
〇
年
代
の
初
め
こ
ろ
と
推
測
さ
れ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
時
代
的
な
背
景
な
ど
を
考
慮
に
入
れ
て
の
考
察
が
今
後
の

課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。

在
日
韓
国

・
朝
鮮
人

一
世
は
、
韓
国
で
も
下
層
階
級
に
属
し
て
い
た
人
々
が

流
入
し
て
、
あ
る
い
は
、
強
制
連
行
に
ょ

っ
て
日
本
に
来
て
い
る
。
彼
ら
は
、

日
本
社
会
で
生
き
残
る
た
め
に
厳
し

い
生
活
を
強
い
ら
れ
て
き
た
。
日
本
社
会

が
経
済
的
に
恵
ま
れ
て
き
た
段
階
で
は
、
文
化
変
容
が
進
み
、
同
時
に
在
日
韓

国

・
朝
鮮
人
は
日
本
に
定
着
し
て
い

っ
た
。
彼
ら
は
内
面
的
に
は
韓
国
的
伝
統

と
文
化
を
再
吟
味
し
な
が
ら
充
実
化

を
は
か

っ
て
き
た
。

つ
ま
り
、
韓
国
が
文

化
的
に
優
れ
て
い
る
と
い
う
誇
り
を
も
ち
、
特
に
、
先
祖
崇
拝
な
ど
で
民
族
的

ア
イ
デ

ソ
テ
ィ
テ
ィ
の
再
確
認
を
は
か

っ
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
の
典
型
的
な

も
の
の

一
つ
渉
巫
俗
文
化
で
あ
る
。

フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
に
よ
る
と
、
小
数
民
族
が
あ
る
地
域
で

一
定
数
以
上
の
人

口

(臨
界
量
)
に
達
す
る
と
、
自
ら
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
を
再
確
認
し
、
民
族

的
伝
統
に
立
脚
し
た
固
有
の
文
化
を
創
造
す
る
運
動
が
成
立
す
る
と
い
う
。
そ

し
て
そ
れ
は
同
化
過
程
と
は
矛
盾
せ
ず
(
む
し
ろ
同
時
進
行
的
に
展
開
さ
れ
る

　
ぬ
　

も
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
在
日
韓
国

・
朝
鮮
人
の
社
会
は
地
域
に
よ
る

ば
ら

つ
き
が
あ
る
の
で

一
言
で
ま
と
め
る
の
は
難
し
い
。
し
か
し
、
大
阪
を
中

心
に
す
る
地
域
で
は
、
固
有
の
文
化
を
展
開
し
う
る
十
分
な
条
件
が
備
わ

っ
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の

一、端
と
し
て
巫
俗
信
仰
の
機
能
を
位
置
付
け
る
こ
と

が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

む
す
び
に
か
え
て

本
稿
で
は
、
在
日
韓
国

・
朝
鮮
人
の
社
会
に
於
け
る
巫
俗
信
仰
の
概
要
に
焦

点
を
あ
て
て
考
察
し
て
き
た
。
論
考
の
発
端
は
、
在
日
韓
国

・
朝
鮮
人
の
社
会

で
巫
俗
信
仰
が
流
行
し
て
い
る
の
は
、如
何
な
る
社
会
的
な
背
景
が
あ
る
の
か
。

そ
し
て
、
巫
俗
を
通
じ
て
何
を
求
め
て
い
る
か
で
あ
る
。
考
察

の
結
果
幾

つ
か

明
ら
か
に
な

っ
た
の
は
、
こ
の
事
柄
は
単
な
る
民
間
宗
教
と
し
て
の
機
能
だ
け

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

在
日
韓
国

。
朝
鮮
人
の
社
会
は
、
そ
の
形
成
史
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
他

者
に
よ

っ
た
強
制
的
に
つ
く
ら
れ
た
。
そ
こ
で
彼
ら
の
社
会
は
、
日
本
の
中
の

卞
位
文
化
と
し
て
扱
わ
れ
続
け
て
き
た
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
彼
ら
は
自
分
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た
ち

の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
の
再
確
認
の
た
め
に
、

一
世
を
中
心
に
ネ

ッ
ト

ワ
ー
ク
を
形
成
し
、
巫
俗
に
訴
え
て
き
て
い
る
。
そ
れ
は
巫
俗
の
在
り
方
に
、

仏
教
と
の
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ッ
ク
な
現
象
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
韓

国
的
な
要
素
や
日
本
的
な
要
素
、
そ
し
て
独
特
の
要
素
と
に
分
け
ら
れ
る
。
こ

の
よ
う
に
、
巫
俗
信
仰
か
ら
現
世
利
益
思
想
と
民
族
的
な
ア
イ
デ

ソ
テ
ィ
テ
ィ

の
再
確
立
を
は
か

っ
て
い
る
機
能

を
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
る
。

本
稿
で
は
、
主
に
大
興
寺
を
中
心
に
す
る
巫
俗
信
仰
の
事
例
で
あ

っ
た
が
、

今
後
は
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
、
在
日
韓
国

・
朝
鮮
人
の
生
活
史
を
中
心
に
も

っ
と

幅
広
く
考
察
し
て
行
き
た
い
。
こ
う
し
た
課
題
は
、
在
日
韓
国

・
朝
鮮
人
の
社

会
が

一
世
か
ら
二
世

・
三
世
へ
と
重
要
な
意
味
を
含
ん
だ
世
代
交
代
を
経
験
し

つ
つ
あ
る
現
在
、
巫
俗
信
仰
の
継

承
や
創
造
の
過
程
を
追
い
、
分
析
す
る
と
い

う
継
続
的
な
研
究
が
も

っ
と
も
求

め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。ま
た
、

在
日
社
会
だ
け
で
は
な
く
日
本
社

会
を
理
解
す
る
た
め
に
も
大
い
に
有
意
義
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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    Shamanism of Korean-Japanese 

- syncretism of Shamanism and Buddhism

   The motivation of raising the argument in this thesis is based on questining how social background 

exists with the spread of 'shamanism' in Korean-Japanese Society, and rethinking what is expected 

through the study of shamanism as well. 

   Here, shamanism's meaning and function will be investigated. Besides being as a secularized interest 

in religion, sorts of functions in measuring the reformation of their ethnic identity will also be considered 

as well. 

   The question will be found interesting because of the difference between Korean-Japanese Society 

with the special character of the syncretism of Shamanism and Buddhism in Korean Temple in Japan, 

with factors which related to Korea and Japan as well as any original factor which is going to be examined 

in details. And this has served as the main purpose of this thesis. 

   Three events taken place in DAIKOUZI of IKOMA mountain district are going to be investigated. 

From the stondpoint of the client of GUT, different types of client will be classified according to their 

purposes motivations and related backgrounds throughout the life history collected and studied in field 
research. 

   Finally, throughout the discussion of meanings and functions of shamanism in Korean-Japanese 

Society, a typical character of Korean-Japanese can be clarified with expected. Beyond the understanding 

of Korean-Japanese Society, the significance of studying Japanese Society should also be concerned with 

regard to the difference between Korean-Japanese Society and Japanese Society.

Key Words 

   Koren-Japanese, syncretism, shamanism, ethnic identity, Buddhism
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