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植
民
地

朝
鮮
と

宗
教

　
　

　
　

宗

教
概
念
論
を

超
え
て

コ 代
メ 表
ン 者
テ

ti

司
タ 会

桂 磯
島 前
宣 川頁

弘
一

植
民
地

朝
鮮

に

お

け
る

宗
教
概
念
を

め

ぐ
る

言
説
編
成

磯

前

順

　
一

　
朝
鮮
半
島
に

「

宗
教
」

と

い

う
言
葉
が
登
場
し

た

の

は
、

一

八

八

三

年

の

新
聞
誌
上

に

お

い

て

の

こ

と
と

考
え

ら
れ

て
い

る
。

そ
れ

は

欧
米
諸
国

か

ら
直
接

移
入
さ

れ
た

の

で

は

な
く

、

．。
村

魯
  q
δ
昌、．

が
一

度
漢
語
に

訳
し

直
さ
れ

た
日
本
の

社
会
を

経
由
し
て

で

あ
っ

た
。

囗
本
は

西
洋
社
会
と
の

関
係
を

み
れ
ば
、

宗
教
と
い
・
ユ
首

葉
念
を
は

じ
め

と

す
る

西
洋
的
な

概
念

を

受
動
的
な
存
在
で

あ
っ

た

が
、

一

方
で

朝
鮮
や
中
国
な
ど

東
ア

ジ

ア

社

会
と

の

関
係
に

お
い

て

は
、

ま
さ
し
く
西
洋
世
界
の

代
理
人
と
い

っ

た

存

在
で

あ
っ

た
。

そ
し

て
、

宗
教
概
念
が

移
入
さ
れ

る

に

伴
い
、

朝
鮮
半
島

で

も
「

基
督
教
」

「

仏
教
」

「

天
道
教
」

と

い

っ

た

諸
宗
教
の

概
念
も
ほ

ぼ

同
時
に

確
立
さ
れ

て

い

っ

た
。

そ
れ
は
、

世
俗
的
な
公

共
義
務
と

し

て

の

「

道
徳
」

と

対
語
を

な

す
私
的
領

域
と
し

て

の

「

宗

教
」

と

い

う
、

プ
ロ

テ

ス

タ

ン

テ

ィ

ズ
ム

的
な
「

世
俗
／
宗
教
」

の

二

分
法
を
前
提
と

し
た
も

の

で

あ
っ

た
。

　
こ

の

よ
う
な
宗
教
概
念
が
植
民
地
朝
鮮
に

定
着
す
る

さ
い

に

決
定
的
な

役
割
を
果
た

し
た

の

が、

日
本
で

は
一

八
九
八
年
の

日
本
帝
国
憲
法
の

成

立
で

あ
っ

た

の

に

対
し

て
、

一

九
一

九

年
の

三
一

独
立
運

動
で

あ
っ

た
。

一

九
一

〇

年
す
で

に

韓
国
併
合
が
お
こ

な
わ

れ
て

い

た
が
、

こ

の

独
立
運

動
の

鎮
圧
以

降、

朝
鮮
総
督
府
は

朝
鮮
人
の

宗
教
心
が

政
治
的
な
独
立
運

動
に

結
び

つ

く
こ

と

を

警
戒
し
、

「

宗
教
／
類
似

宗
教
」

と
い

っ

た
二

分

法
の

も
と
に

植
民
地
の

宗
教
心
を
制
御
し
よ

う
と
し
た
の

で

あ
る
。

さ
ら

に
、

一

九
三

七

年
の

日
中
戦

争
を

契
機
と
し
て

、

総

督
府
は

そ

れ
ま

で

の

朝
鮮
人
の

日

本
人
か

ら
の

分
離
政

策
か

ら、

積
極

的
な
同

化
政

策
に

転

じ
、

神
社

非
宗
教
論、

す
な
わ
ち

臣
民
の

義

務
た
る

道
徳
と

し

て
の

神
社

崇
敬
を

朝
鮮
人

に

強
要
し

て

い

く
こ

と
に

な
る

。

む
ろ

ん
、

そ
の

先
に

は

神
社
崇
敬
を

通
し
た

天
皇

制
国
家
へ

の

服
従
と
い

っ

た

狙
い

が

あ
っ

た

の

で

あ
る

。

し

か

し、

神
道
が
天

皇

崇
敬
と
い

う
一

民
族
の

み

に

し
か

通
用

し

な
い

民
族
宗
教
の

域
を

超
え
え
な
い

も
の

で

あ
る

と
こ

ろ

か

ら、

神
道

を

通
し

た

朝
鮮
人
の

国
民
教
化
は

暴
力

的
な

強
要
を

超
え
て

白
発
的
な
も

の

に

は

な

り
が

た

か
っ

た
。

　
そ
の

な
か

で
一

九
三

〇

年
代
に

は

東
京
帝
国
大
学
の

宇
野
円
空
が
唱
え

る

宗
教
民
族
学、

あ
る

い

は

京
城
大
学
の

赤
松
智
城
ら

の

宗
教
人
類
学
に

よ

っ

て
、

一

民
族
を
超
え

て
、

大
東
亜

共
栄
圏
全
域
を

覆
う
よ

う
な
文
化

圏
的
な
共
通
性
を
模
索
す
る

学
的
言
説
が

模
索
さ
れ

て

い

く
。

さ
ら
に

は

一

九
四

〇

年
前
後
に
は

京
都
哲
学
に

連
な
る

者
た

ち
に
よ

っ

て

「

東
亜
協

同
体
」

さ

ら
に

は
「

近
代
の

超
克
」

と
い

う一．
鬲

説
が
唱
え
ら
れ

始
め、

西

洋
の

ニ

ヒ

リ
ズ
ム

を
乗
り
越
え
る

東
亜

共
同
体
の

新
た

な
ビ

ジ

ョ

ン

が
、

大
日
本
帝
国
の

支
配
を
正

当
化
す
る

か

た

ち
で

拡
が
り
は
じ
め

る
。

そ
れ

は
、

日
本
人
の

学
者
の

み
な
ら

ず、

植
民
地
の

朝
鮮
人
の

知
識
人
の

な
か

か
ら

も
積

極
的
な

関

与
す
る

も
の

を

招
き

寄
せ

る

知
的
な

運
動
で

あ
っ

た
。
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近

年
ま
で

、

日

本
の

宗
教
学
あ
る

い

は

宗
教
哲

学
は
そ

の

よ

う
な
日

本

の

学
者
の

戦
中
期
の

言
説
が

、

植
民
地
に

及
ぼ
し
た
政

治
的

影
響
に

積
極

的
に、
言

及

す
る

こ

と

は

稀
で

あ
っ

た
。

一

方
で
、

韓

国
な
ど

に

お
い

て

は
、

そ
の

よ

う
な

日
本
帝

国
の

イ
デ

オ
ロ

ギ
ー

で

あ
っ

た
教

説
に

関
与
し

た

土
着
エ

リ

ー

ト
は

「

親
口

派
」

と

し
て

厳
し
く

指
弾
さ
れ
て

き
た

。

し

か
し、

次

第
に

彼
ら
の

言

説
が、

日
本
帝
国
の

臣
民
へ

の

同

化
と
い

う
装

い

を
通
し
た

、

抵

抗
の

実

践
で

あ
っ

た

可
能
性
も
あ
っ

た
こ

と

が
指
摘
さ

れ
る
よ

う
に

な
っ

て

き
て

い

る
。

尹
海
東
が
指
摘
す
る
よ

う
に

植

民
地
の

公
共
空
間
は
ま
さ
し

く
「

グ

レ

イ
・

ゾ

ー

ン
」

と

し
て

存
在

す
る
ほ

か
な

い

も
の

で

あ
り

、

帝
国
の

イ
デ

オ
ロ

ギ

ー

も
ま
た

そ
の

徹
底
し
た
同
化
政

策
を
通
し
て

、

被

植
民
者
を
規
律
化
し
て
い

く
と

同
時
に、

被
植
民
者
に

よ

っ

て

横
領
さ
れ

変
容
さ
せ

ら
れ
て

い

く
危
機
に
さ
ら
さ
れ
た

も
の

な
の

で

あ
る

。

一

九
一

〇

年
前
後
に
お

け
る

　
　
　

帝
国

史
の

観
点
か

ら

「

宗
教
」

の

行
方

金

泰

　
勲

　

宗
教

概
念
論
は

、

「

宗
教
」

と
い

う
概
念
が

西
洋

中
心

的
・

近

代
的
概

念
で

あ
る
と

い

う
批
判
か
ら
出
発
し
、

個
人

の

内
面
に

属
す
る

宗
教
「

固

有
」

の

領
域
が

存
在
す
る
と

い

っ

た

観
念
自
体
も、

宗
教
概
念
の

定
着
過

程
に

お

い

て

形
成
さ
れ
た

も
の

で

あ
る

と

い

う
批
判
に

向
け
ら

れ

つ

つ

あ

る
。

本
報
告
は
、

こ

の

よ

う
な

宗
教
概
念
論
を
め

ぐ
る

動
向
を

傾
聴
し
つ

つ
、

そ
れ
を
植
民
地
・

帝
国
の

場
面
に

お

い

て

問
い

直
そ
う
と

す
る

も
の

で

あ
る
。

し
か

し
こ

こ

で

は
、

西
洋
か
ら

凵

本
に

入
っ

た

「

宗
教
」

概
念

が
ま

ず
先
に

日
本
の

近
代

化
の

な
か

で

定
着
し、

そ
れ

が

植
民
地

朝
鮮
に

渡
っ

た

と

い

う
一

国
史
的

見
方
に

は

立
た

な
い

。

「

宗
教
」

概

念
の

日

本

に

お
け
る

定
着
過
程
と

植

民
地

朝
鮮
に

お

け
る

定
着
過

程
を
別

個
の

歴

史

と
し
て

見
な
い
、

宗
教
概
念
の

帝
国
史
的
展
開
に

つ

い

て

の

考
察
を

試
み

る

こ

と

が
目
的
で

あ
る

。

　

本
報
告
で

は
一

九
一

〇

年
前

後
に

お
け
る

植
民
地
朝

鮮
の

宗

教
情
況
に

注
目
す
る

が、

ま
ず、

韓
国
統
監

府
に

よ
っ

て

発

布
さ
れ
た
「

宗
教
ノ

宣

布
二

関
ス

ル

規
則
」

（
一

九
〇

六）

は
、

基
本

的
に

は

在
朝
日

本
人
の

宗

教

活
動
に

適
用
す
る

た

め

の

も
の

で

あ
っ

た
が

、

現
実
に

は

必

ず
し

も
そ

う
で

は

な
か
っ

た
。

な
お

、

こ

の

「

宗
教

規
則
」

は

日

本
仏
教
に

よ
る

朝

鮮
仏
教
寺
院
の

管
理
を
保
障
す
る

意
図
か
ら
発
布
さ

れ
た
も
の

で

は
あ
っ

た
が、

帝
国
日
本
の

宗
教
政
策
が
は
じ
め
か
ら
植

民
地

民
と
の

関
係
に

お

い

て

展
開
さ
れ

て

い

か
ざ
る

を

得
な
い

状
況
に

あ
っ

た

こ

と
を

象
徴
的
に

物
語
る

出

来
事
と

し
て

理

斛
さ
れ

る
べ

き
で

あ
る

。

そ
の

な
か

で

は
、

「

内
地
（
目
本
ご

が

孕
ん

で

い

る

諸
葛
藤
や
矛
盾
が
植

民
地
支
配
の

場
面

に
お
い

て

再
び

露
呈

さ
れ

、

そ
し

て

植
民
地
民
の

抵
抗
・

協
力
と
い

う
反

応
に

よ

っ

て

複
雑
に

展
開
さ
れ

て

い

く
。

そ
し
て

「

内
地
」

の

宗
教
概
念

を
め

ぐ
る

問
題

も、

植
民
地

支
配
と

い

う
経
験
の

な
か

で
、

植

民
地
民
と

の

接
触、

交
渉
に

よ
っ

て

新
た

に

展
開
さ
れ
て

い

く
も
の

で

あ
っ

た
こ

と

に

注
目
す
べ

き
で

あ
る

、

と
主

張
す
る

。

　
一

九
一
一

年
一

月、

朝
鮮
総
督
府
警
務
部
が
朝
鮮
で

活
動
す
る

日

本
人

宗
教
者
を

調
査
し

て

ま
と
め
た

報
告
書
に
お
い

て
、

神
社、

神
宮
と

金

光

教
、

天

理

教
な
ど

の

教
派

神
道
は

「

神
道
」

と
い

う
一

つ

の

カ

テ
ゴ

リ

に

ま
と
め

ら
れ

た
。

こ

れ

は
植

民
地

行
政
側
の

末
端
に

お

い

て

も、

 
神
社

と

神
道

、

そ

し

て

教

派
神
道
の

区

分
が

明
確
な
も
の

で

は

な
か
っ

た
こ

と
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