
Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

パ 不 ル『宗教研究』85巻 4 輯 （2012年〉

由

教
会
」

の

背
景
に

は
、

一

夫

多
妻
（
蓄
妾）

と

祭
祀
の

問
題
に

対

す
る

朝

鮮
側
と

宣
教

師
側
の

異
な

る

認
識
が
生
じ
て

い

た
。

蓄
妾
と

祭
祀
の

問

題
を

偶
像
崇
拝
と
悪

弊
と
し

て

打
破
す
べ

き

対
象
と
し

て

捉
え
て

い

た
宣

教

師
た

ち
は

、

両
者
を

諦
め

な
い

朝
鮮
の

教

徒
た
ち
に

は

教
会
に

通

う
こ

と
は

許
可
し

て

も
、

洗
礼
を
受

け
る

資

格
は

与
え
ら

れ

な
い

と
い

う
強
硬

な

姿
勢
を

示
し
た

。

一

方、

朝
鮮
の

牧

師
と

し
て

現
場
の

教
徒
た
ち
が
蓄

妾
と

祭
祀
の

問

題
で

教
会
か

ら

離
れ
て

い

く

現
状
を
目
の

当
た

り
に

し
て

い

た

崔
は

、

蓄

妾
と

祭
祀
に

対

す
る
規

律
を

緩
和
さ

せ
る

こ

と
で、

多
く

の

朝
鮮
の

教

徒
た

ち
に

洗
礼
の

資
格
を

与
え
る

よ

う
主

張
し
た

。

つ

ま

り、

蓄

妾
と

祭
祀
を
そ

の

背
景
と

す
る

崔
重

珍
の

「

自

由
教
会
」

は
、

単

な
る

反

宣
教
師

的
教
会
で

は

な
か
っ

た

の

で

あ
る

。

そ
れ

は
当
時
朝
鮮
に

伝

播
さ
れ
た
キ
リ

ス

ト
教
を
伝
播
す
る

側
と

受
け

容
れ
る

側
の

相
互
作
用

の

中
で

形
成
さ
れ
て

い

く
一

過
程
で

あ
っ

た
。

と
い

う
の

は
、

崔
と

宣
教

師
の

問
で

蓄
妾
と

祭
祀
を
め

ぐ
っ

て

繰
り
広

げ
ら
れ

る

論
争
は、

キ
リ
ス

ト
教
的

価
値
観
と
教
理

す
な
わ
ち、

新
し
い

宗
教
概
念
に

対
す
る

朝
鮮
側

の

反
応
で

あ
っ

た
の

で

あ
る

。

そ
の

反
応
は
、

宣
教
師
側
の

キ
リ

ス

ト
教

的

価
値

観
と
教
理
に

「

同

化
」

し
な
が

ら
も、

そ
れ
ら
を
く
つ

が
え
す
朝

鮮
側
の

「

抵
抗
」

と

「

創
造
」

に

よ

っ

て

繰
り
返
し
展
開
さ
れ
て

い

く
。

か
か
る

朝
鮮
側
の

予
期
せ
ぬ

「

抵
抗
」

と

「

創
造
」

は
宣
教
師
側
の

朝
鮮

宣
教
に

お
け
る

政
策
の

変．
史

を
余
儀
な
く
さ
せ
た
の

で

あ
る

。

　

日

本

組
合
教

会
の

場
合
も

、

自
由
教
会
と

の

出
会
い

に

よ

っ

て、

個
入

へ

の

伝
道
を
中
心
と

し
て

い

た

宣
教
政
策
か
ら
伝
道
旅
行
を
通
し
た

教
会

中
心
の

伝
道
政

策
に

変
更
し
た

の

で

あ
る

。

そ
し
て

、

自
由
教
会
の

組
合

教
会
へ

の

加
入
を
切
っ

掛

け
に
、

朝
鮮
に

お

け
る
伝
道
の

可
能
性
を

確
信

し
た

渡
瀬
は、

朝
鮮
教
化
を
担
う
の

は

日
本
組
合
教
会
し
か
で

き
な
い

と

い

う
論
理
を

展
開
さ
せ
て

い

く。

さ
ら
に
、

「

朝
鮮

民
族
の

教
化
が

多
く

の

外
国
人
」

に

よ

っ

て

な
さ
れ
て

い

る

こ

と
を

懸
念
し

つ

つ
、

凵
本
に

併

合

さ
れ
た

朝
鮮
民
族
を

教

化
す
る
の

は

日

本
入
の

手
で

行

う
べ

き
で

あ

り
、

そ

れ
こ

そ

が

真
の

併
合
で

あ
る

こ

と
を
主

張
す
る

。

か

か
る

渡
瀬
の

朝
鮮

伝
道
に

お

け
る

論
理
は、

そ
の

後

組
合
教
会
に

限
っ

た

問

題
で

は

な

く
、

日

本
の

国

民
運
動
と
し
て

展
開
さ
せ
て

い

く
。

崔
南

善
と

「

朝
鮮
の

固
有

信
仰
」

沈

煕

　
燦

　

本
報
告
は、

植
民
地
朝
鮮
を
代
表
す
る

知
識
人
で

あ
る

六

党

崔
南

善
の

朝

鮮
史
研
究
や

宗
教
認
識
を

取
り
上

げ
て

、

「

宗
教
的
普
遍

性
」

の

追

究

を

通
じ
て、

帝
国

日
本
の

支
配
言

説
に

抵
抗
し

よ

う
と

し
た

崔
の

論
理

が、

フ

ァ

シ

ズ
ム

に

転
回
し
て

い

く
過
程
を
え

ぐ
り
だ
そ

う
と

す
る

も
の

で

あ
る

。

そ
の

よ

う
な
転
向
の

原
因
に

焦
点
が

当
て

ら
れ
て

い

た
既

存
の

研

究
で

は
、

崔
の

議
論
に

お
け
る

「

誤
認
」

「

錯
視
」

な
ど

が

豹
変
と

い

う
「

致
命
的
な
結
果
」

を
も
た

ら
し
た

と

主

張
さ
れ
た

り、

も
し

く
は

支

配
秩
序
を
転
覆
す
る

た

め

の

コ
咼

度
の

戦
略
」

で

あ
っ

た
と
評

価
さ
れ

て

き
た

。

し
か
し、

帝
国
日
本
と

の

拮
抗
関
係
の

な
か
で

生
成
さ
れ

て

い

っ

た
崔
の

論
理
的
な
曲
芸
の

通
底
に

は
、

「

宗
教
的

普
遍

性
」

へ

の

渇
望
が

一

貫
し
て

お
り、

で

あ
る

か

ら

こ

そ
フ

ァ

シ

ズ
ム

の

論
理
に

擦

り
こ

ま
れ

て

い

く
こ

と

が
で

き
た

の

で

は

な
い

か

と

思
わ

れ
る

。

　

皮
肉
に

も、

自
ら
が

弛
ま

ず
主

張
し

た

よ

う
に、

崔
は

転
向

、

あ
る

い

は
豹
変
し
た

こ

と

が
な

く、

つ

ね
に

朝
鮮
を
中
心
と

す
る

「

宗
教
」

を
立
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て

よ

う
と
し

た

の

で

あ
る

。

そ
れ
が
フ

ァ

シ

ズ
ム

と

い

う
様
態
で

現
れ

た

こ

と
は

何
ら

不
自

然
な
こ

と

で

は

な
い

。

フ

ァ

シ

ズ
ム

は

植
民
者
の

専
有

物
で

は

な

い

の

で

あ
る

。

　

崔
は

朝
鮮
を
中
心
と
し
た

地

域
に

孕
ま
れ
て

い

た
「

普
遍
」

と
し

て

の

「

暫
℃
°。

弉
」

思
想
を

提
唱

す
る
こ

と
で
、

「

普
遍
」

の

原
理
を

帝
国
日

本

か
ら

「

横
領
」

し
よ

う
と
し

た
。

そ
れ

は

帝
国
の

イ
デ

オ

ロ

ギ
ー

の

最

深

部
か

ら

抵
抗
の

言
説

を

構
造

化
す
る

「

内
破
の

戦

略
」

で

も
あ
っ

た
。

「

不
咸
文
化
」

と
、

そ

の

顕
現
と

し
て

の

檀
君
信
仰
と
い

う
崔
の

議
論
は
、

植
民
地
と
い

う
現
実
の

な
か
で

帝
国
の

根
底
を
揺
さ
ぶ

る

有
用
な
理
論
的

手
段
に

な
り
え
た

。

　

し
か

し、

崔
の

論
理
は

「

宗
教
」

概
念
を
用
い

た

抵
抗
の

試
み
で

あ
り

つ

つ

も、

同
時
に

フ

ァ

シ

ズ

ム

を
定
礎
す
る

も
の

で

も

あ
っ

た
。

一

九
三

〇

年
代
半
ば

以

降、
「

東
亜

新
秩

序
」

論
を

掲
げ
た

帝
国
日

本
の

拡

張
は
、

新
し
い

「

普
遍
」

原

理
の

樹
立

を
必
要
と

せ

ざ
る

を
え
な

か

っ

た

が
、

か

つ

て

「

不
咸
文
化
圏
」

を
主

張
し
て

い

た
崔
の

議
論
は
、

こ

の

作
業
に

的

中

す
る

も
の

で

あ
っ

た

の

だ
。

「

留

冨
蒔
」

思

想
は
、

日

本
の

「

古

神

道
」

と
し

て

置
き
換
え
ら
れ

た

が、

そ

れ
は

帝
国
［
冂

本
の

フ

ァ

シ

ズ

ム

に

崔
の

主

張
が
吸

収
さ
れ
た
こ

と

を

意
味
す
る

の

で

は

な
い

。

「

フ

ル
」

は

「

耕

冒
蒔
」

の

和
語
形
で

あ
っ

た
が、

朝
鮮
の

「

風
流
」

す
な
わ
ち

「

プ

ル
」

と
い

う
「

固

有
信
仰
」

が

こ

こ

に

対
応
し

て

い

て
、

「

風

流
」

は
言

い

換
え
れ
ば

「

神
道
」

と

な
り

う
る

の

で

あ
る

。

こ

こ

で

注
意
し
な

け
れ

ば

な
ら
な
い

の

は
、

「

朝
鮮
の

固
有
信
仰
」

と

「

古
神
道
」

を
、

「

普
遍
」

と

し
て

の

「

畊

B
蒔
」

の

変
容
さ
れ

た

様
態
と
し
て

み

な
し
て

い

る
点

で

あ
る

。

帝
国
日
本
の

フ

ァ

シ

ズ
ム

の

原
理
そ
の

も
の

が
、

「

滸
℃
餌

蒔
」

に

据
え

ら

れ
て

い

る

の

で

あ
る

。

耳
引

b
霞
圧

は

「

古
神
道
」

か

ら、

や
が
て

満
州
を

も
内
部
に

抱
え

込
む

「

大
陸
神
道
」

へ

と

拡
人
さ
れ

て

い

く。
　

学
徒
兵
に

張
り
合
い

の

あ
る

死
を
誘
っ

て

い

た

崔
の

宗
教
論
は
、

帝
国

日

本
の

原

理
を

朝
鮮
の

内

側
に

包
摂
し
よ

う
と
し

た

フ

ァ

シ

ス

ト

の

欲
望

に

他
な
ら

な

か
っ

た
。

崔
に

よ

っ

て

概

念
化
さ

れ
た

「

朝
鮮
の

固
有

信

仰
」

「

計
℃
餌

蒔
」

は
、

帝
国

日

本
の

イ

デ
オ

ロ

ギ
ー

を

乗
り
越

え
て

、

そ

れ

を
混
乱
さ
せ

な
が
ら

、

そ
の

彼
方
に

お
い

て

「

宗
教
的
普
遍
性
」

に

担

保
さ
れ

た
全
体
主
義
的
な
企
画
を
実
現
さ
せ
よ

う
と
し
て

い

た
の

で

あ

る
。

パ

ネ
ル

の

主

旨
と

ま

と

め

磯

前

順

　
一

　

宗
教
概

念
論
は
、

欧
米
の

キ

リ

ス

ト

教
社
会
あ
る

い

は

ボ

ス

ト
キ
リ
ス

ト

教
社
会
で

こ

の

十
五

年
以
上
隆

盛
を
む
か

え
た

。

そ
の

代
表
的
論
者
で

あ
る

タ

ラ

ル
・

ア

サ

ド

に

よ
れ

ば
、

プ
ロ

テ

ス

タ

ン

テ

ィ

ズ
ム

と

密
接
に

結
び
つ

い

た

宗
教
概

念
は
〈
世
俗
11

政

治
／
宗
教
11

内
面〉

と
い

っ

た

二

分
法
に

も
と
つ

く
も
の

で

あ
り

、

世
俗
主

義
社
会
の

成
立
と

歩
み

を

等
し

く

す
る

も
の

で

あ
っ

た
。

そ
の

よ

う
な

世
俗
主

義
は

自
分
た

ち
の

社
会
こ

そ
が

宗
教
的
に

寛
容
な
社
会
で

あ
る

と

同
時
に

民
主
主

義
的
な

社
会
で

あ

り
、

平
等
で

自

由
な
社
会
で

あ
る

幻
想
を
ひ
と

び
と
に

も
た
せ

る

こ

と
を

可
能
と

し

た
。

そ
れ
ゆ

え
に、

個
人
の

内
面
に

も
と
つ

い

た

宗
教
も

信
教

の

自
由
に

よ

っ

て
、

そ
の

社
会
の

構
成
メ

ン

バ

ー

に

は
誰
に

で

も

等
し
く

保
障
さ
れ

る
と

い

う
信
念
も
成
立
可
能
に
な
っ

た
。
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