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韓
国
に
お
け
る
生
死
学
研
究
の
現
況
と
課
題

裵 

寬
紋

一
　
は
じ
め
に

韓
国
に
お
け
る
生
死
学
研
究
は
、
お
お
よ
そ
一
九
九
〇
年
代
後
半
よ
り
、
欧
米
の
タ
ナ
ト
ロ
ジ
ー
と
日
本
の
死
生
学
を
取
り
入

れ
て
少
し
ず
つ
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
、
翰
林
大
学
生
死
学
研
究
所
は
、
現
在
、
独
立
し
た
研
究
所
と
し
て

「
生
死
学
」
と
い
う
名
を
掲
げ
活
動
し
て
い
る
唯
一
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
し
た
い
。

も
ち
ろ
ん
、
今
ま
で
生
死
学
研
究
の
試
み
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
東
義
大
学
人
文
社
会
研
究
所
で
は
、
韓

国
研
究
財
団
の
二
〇
〇
九
年
度
支
援
事
業
と
し
て
「
ホ
モ
・
フ
マ
ニ
タ
ス
死
生
学
」
を
提
案
し
た
こ
と
が
あ
る 1
。
そ
こ
で
提
案

し
た
こ
と
は
、
死
学
、
生
命
学
、
死
生
観
の
三
つ
の
研
究
領
域
を
有
機
的
に
連
結
す
る
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
構
築
で
あ
っ
た

が
、
当
初
期
待
し
た
ほ
ど
の
成
果
を
出
せ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
東
亜
大
学
石
堂
学
術
院
は
、
も
と
も
と
韓
国
学
の
古

典
研
究
所
と
し
て
出
発
し
、
二
〇
〇
二
年
に
韓
国
学
術
振
興
財
団
の
課
題
「
韓
国
人
の
身
体
観
・
霊
魂
観
・
死
観
と
医
療
倫
理
」、

第
一
部

　
総
論
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二
〇
〇
三
年
に
「
韓
国
の
精
神
文
化
か
ら
生
命
倫
理
を
読
む
」
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
が
あ
る 2
。
現
在
も
学
際
研
究
を
目
指
し
て
い

る
よ
う
だ
が
、
中
心
は
あ
く
ま
で
医
科
学
と
生
命
倫
理
に
あ
る
た
め
、
人
文
学
研
究
か
ら
は
か
な
り
遠
い
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。

韓
国
で
は
生
死
学
と
い
う
学
問
自
体
が
確
立
さ
れ
て
い
る
状
況
と
は
言
い
難
い
。
あ
え
て
い
え
ば
、
よ
う
や
く
新
し
い
学
問
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
努
力
し
て
い
る
段
階
で
あ
る
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
学
術
的
な
レ
ベ
ル
で
の
生
死
学
研
究
は
浅
い

と
は
い
え
、
死
に
つ
い
て
思
考
し
、
ま
た
議
論
し
て
き
た
研
究
内
容
の
蓄
積
を
ま
っ
た
く
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

本
報
告
で
は
、
ま
ず
韓
国
に
お
け
る
生
死
学
研
究
（
厳
密
に
い
え
ば
、
死
の
研
究
）
の
現
状
に
つ
い
て
、
大
き
く
三
つ
に
分
け

て
概
観
す
る
。
つ
づ
け
て
翰
林
大
学
生
死
学
研
究
所
の
活
動
を
紹
介
す
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
研
究
の
現
況
に
対
す
る
批
判
を
含

め
て
、
韓
国
的
生
死
学
を
確
立
す
る
た
め
の
課
題
と
展
望
を
示
す
こ
と
に
し
た
い
。

二
　
死
の
研
究
、
タ
ナ
ト
ロ
ジ
ー
、
生
死
学

第
一
に
、
宗
教
学
や
哲
学
を
は
じ
め
、
歴
史
学
、
文
学
、
民
俗
学
、
文
化
人
類
学
な
ど
の
人
文
学
の
分
野
に
お
い
て
行
わ
れ
て

い
る
死
の
研
究
が
あ
げ
ら
れ
る
。
従
来
の
研
究
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
近
年
の
タ
ナ
ト
ロ
ジ
ー
受
容
後
は
、
死
に
対
し
て
歴
史

的
・
社
会
的
・
文
化
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
る
様
々
な
研
究
が
幅
広
く
行
わ
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
葬
儀
文
化
に
か
か
わ
っ

て
行
わ
れ
て
い
る
死
の
研
究
で
あ
る
。
実
は
、
韓
国
社
会
で
死
の
問
題
が
一
般
に
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
最
大
の
要
因
は
、

一
九
九
〇
年
代
半
ば
以
降
に
始
ま
っ
た
「
葬
墓
文
化
改
革
汎
国
民
運
動
」
に
あ
る 3
。
実
際
、
こ
の
時
期
に
死
に
関
す
る
書
籍
が
多

数
出
版
さ
れ
た
し
、
こ
の
運
動
を
き
っ
か
け
に
死
の
言
説
や
死
の
研
究
が
広
が
っ
た
。
第
三
に
、
タ
ナ
ト
ロ
ジ
ー
に
触
発
さ
れ
た

実
践
的
な
死
の
研
究
で
あ
る
。
韓
国
で
は
一
九
九
七
年
の
Ｉ
Ｍ
Ｆ
（
国
際
通
貨
基
金
）
管
理
体
制
以
降
、
自
殺
が
急
増
し
て
社
会

問
題
化
し
、
二
〇
〇
〇
年
ご
ろ
か
ら
自
殺
予
防
や
生
命
教
育
、
事
故
死
・
突
然
死
を
経
験
し
た
遺
族
の
ケ
ア
な
ど
に
注
目
す
る
よ
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う
に
な
っ
た
。
最
近
で
は
、
延
命
医
療
決
定
が
社
会
的
課
題
と
し
て
登
場
し
、
安
楽
死
・
尊
厳
死
に
対
す
る
議
論
が
起
こ
る
と
と

も
に
、
ウ
ェ
ル
ダ
イ
イ
ン
グ
（w

ell-dying

）
や
死
の
準
備
教
育
の
必
要
性
も
提
起
さ
れ
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
の

よ
う
な
三
つ
の
区
分
は
あ
く
ま
で
も
便
宜
的
な
も
の
で
あ
り
、
お
互
い
に
連
動
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。

１
　
人
文
学
に
お
け
る
死
の
研
究

死
に
関
す
る
研
究
と
い
え
ば
、
ま
ず
死
に
つ
い
て
問
い
続
け
て
き
た
宗
教
的
な
問
い
を
思
い
浮
か
べ
る
だ
ろ
う
。
各
宗
教
の

死
の
理
解
や
霊
性
、
死
後
世
界
（
来
世
）、
魂
の
問
題
な
ど
を
取
り
扱
っ
た
も
の
は
数
多
く
あ
る
。
宗
教
学
の
分
野
で
は
、
こ
う

し
た
宗
教
か
ら
の
死
の
理
解
に
基
づ
い
て
韓
国
人
の
死
を
考
え
よ
う
と
し
て
き
た
。
近
年
で
は
、
韓
国
社
会
の
死
に
対
す
る
認

識
や
態
度
が
変
化
す
る
に
つ
れ
、
従
来
の
死
の
研
究
か
ら
思
考
の
幅
を
広
げ
、
死
の
社
会
文
化
的
な
意
味
に
つ
い
て
よ
り
深
く

問
い
直
す
作
業
が
行
わ
れ
て
い
る
。
と
く
に
宗
教
学
者
の
チ
ョ
ン
・
ジ
ン
ホ
ン
（
鄭
鎭
弘
）
は
、『
出
会
い
、
死
と
の
出
会
い
』

（
二
〇
〇
三
）
な
ど
、
宗
教
と
い
う
認
識
の
枠
組
み
を
通
じ
て
韓
国
社
会
に
関
す
る
総
体
的
な
文
化
批
評
に
力
を
注
い
で
き
た
が
、

現
在
韓
国
に
お
け
る
死
の
文
化
に
関
し
て
も
精
力
的
に
鋭
い
発
言
を
し
て
い
る
。

哲
学
の
分
野
で
も
、
東
洋
と
西
洋
の
思
想
家
た
ち
の
様
々
な
死
の
認
識
に
つ
い
て
は
早
く
か
ら
注
目
さ
れ
て
き
た
。
過
去
の
国

文
学
・
国
史
学
か
ら
の
分
野
か
ら
構
成
さ
れ
る
韓
国
学
の
方
で
も
、
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
、
死
の
文
化
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
た
。

国
語
学
者
ま
た
民
俗
学
者
と
し
て
神
話
研
究
に
没
頭
し
て
き
た
キ
ム
・
ヨ
ル
ギ
ュ
（
金
烈
圭
）
の
『
メ
メ
ン
ト
・
モ
リ
、
死
を
記

憶
せ
よ

―
韓
国
人
の
死
論
』（
二
〇
〇
一
）
を
代
表
的
な
例
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
彼
は
共
著
『
韓
国
人
の

死
と
生
』（
二
〇
〇
一
）
で
、
哲
学
・
文
学
・
歴
史
学
・
民
俗
学
な
ど
の
学
際
研
究
を
通
じ
て
、
韓
国
人
に
と
っ
て
死
と
は
何
な

の
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
一
方
、
現
代
社
会
に
お
け
る
死
の
非
人
間
化
や
隠
蔽
性
の
問
題
な
ど
に
つ
い
て
は
、
社
会
学

的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
も
行
わ
れ
て
い
る 4
。
最
近
、
英
文
学
科
出
身
の
イ
ム
・
チ
ョ
ル
ギ
ュ
は
、
二
〇
〇
九
年
五
月
の
ノ
・
ム
ヒ
ョ
ン
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ン
（
盧
武
鉉
）
元
大
統
領
の
自
殺
を
き
っ
か
け
に
、『
死
』（
二
〇
一
二
）
を
出
版
し
た
。
よ
り
根
源
的
な
動
機
と
し
て
、
子
供
の

頃
、
パ
ル
チ
ザ
ン
活
動
を
し
た
人
々
が
無
惨
に
殺
さ
れ
る
の
を
目
撃
し
た
経
験
が
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
こ
で
彼
は
、
自
殺
の
歴
史
、

剣
闘
士
、
記
憶
と
忘
却
の
歴
史
（
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
）
な
ど
の
問
題
を
幅
広
く
取
り
上
げ
な
が
ら
、
韓
国
社
会
に
お
け
る
死
の

問
題
を
比
較
考
察
し
た
。

韓
国
人
の
死
生
観
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
、
決
し
て
容
易
で
は
な
い
。
西
洋
で
は
韓
国
人
共
通
の
価
値
観
や
哲
学
を
容
易
に

見
出
せ
る
と
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
韓
国
の
思
想
は
実
に
複
雑
極
ま
り
な
い
。
す
な
わ
ち
、
儒
教
・
仏
教
・
道
教
を
は
じ
め
、

シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
や
風
水
説
、
そ
の
上
に
キ
リ
ス
ト
教
が
共
存
す
る
「
宗
教
デ
パ
ー
ト
」
ま
た
は
「
思
想
デ
パ
ー
ト
」
と
い
っ
て

も
過
言
で
は
な
い 5
。
し
た
が
っ
て
、
死
の
見
方
も
時
代
や
地
域
に
よ
り
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。
韓
国
人
の
死
生
観
を
総
合
的
に

説
明
す
る
に
は
、
上
記
の
す
べ
て
の
側
面
を
一
々
検
討
し
て
か
ら
、
そ
れ
ら
を
な
お
統
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

近
年
の
宗
教
学
の
注
目
す
べ
き
動
向
と
し
て
、
韓
国
宗
教
文
化
研
究
所
で
二
〇
〇
九
年
に
開
催
さ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
近
年

の
韓
国
社
会
に
お
け
る
死
の
儀
礼
」
と
、
二
〇
〇
八
年
の
沖
間
文
化
研
究
所
の
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
葬
式
儀
礼
と
他
界
観
の
韓

日
比
較
」
の
発
表
を
ま
と
め
た
『
死
の
儀
礼
・
死
・
韓
国
社
会
』（
二
〇
一
三
）
が
刊
行
さ
れ
た
。
と
り
わ
け
死
の
儀
礼
（
儀
式
）

の
変
化
を
通
じ
て
、
韓
国
社
会
の
死
の
問
題
を
診
断
し
よ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
本
書
の
付
録
に
は
日
本
に
お
け
る
葬

儀
の
変
遷
を
述
べ
る
三
篇
の
論
文
も
載
っ
て
い
る
。
ま
た
二
〇
一
四
年
一
〇
月
、
韓
国
宗
教
学
会
と
韓
国
宗
教
社
会
学
会
が
共
催

し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
の
災
害
と
死
、
そ
し
て
宗
教
の
役
割
」
で
は
、
セ
ウ
ォ
ル
号
沈
没
事
故
を
は
じ
め
、
日

本
や
東
南
ア
ジ
ア
の
津
波
の
よ
う
な
災
害
を
意
識
し
な
が
ら
、
宗
教
界
の
対
応
策
を
探
ろ
う
と
し
た
。

２
　
葬
儀
文
化
に
か
か
わ
る
研
究

死
を
処
理
す
る
葬
式
や
墓
地
に
つ
い
て
、
そ
の
社
会
文
化
的
な
意
味
を
問
う
こ
と
は
、
従
来
か
ら
も
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
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葬
儀
の
手
順
を
構
造
的
に
分
析
し
た
研
究
や
葬
儀
文
化
の
変
遷
に
つ
い
て
論
じ
た
研
究
な
ど
で
あ
る
。
韓
国
の
葬
儀
に
つ
い
て
考

古
学
的
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
り
、
歴
史
的
な
変
化
を
追
究
し
た
り
、
あ
る
い
は
民
俗
学
的
な
方
法
で
昔
と
今
の
葬
儀
を
比
較
し
た

り
し
て
き
た 6
。
し
か
し
、
一
九
九
〇
年
代
半
ば
以
降
、
と
り
わ
け
葬
儀
文
化
に
か
か
わ
る
研
究
が
爆
発
的
に
増
え
た
の
は
、
前
述

し
た
よ
う
に
、
政
府
の
葬
儀
政
策
の
策
定
と
関
連
し
て
、
葬
儀
文
化
改
善
の
た
め
の
調
査
や
提
案
な
ど
が
集
中
的
に
行
わ
れ
た
事

実
と
無
関
係
で
は
な
い
。

「
葬
墓
文
化
改
革
汎
国
民
運
動
」
は
、「
墓
地
国
土
を
錦
繡
江
山
（
美
し
い
山
河
）
に
！
」
と
い
う
目
標
を
掲
げ
て
始
ま
っ
た
。

一
九
九
九
年
、
ソ
ウ
ル
市
議
会
は
「
葬
墓
文
化
改
革
特
別
委
員
会
」
を
構
成
し
、
本
格
的
な
活
動
を
開
始
し
た
。
こ
れ
は
ソ
ウ
ル

市
の
第
二
火
葬
場
建
設
計
画
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
市
民
団
体
と
メ
デ
ィ
ア
が
先
頭
に
立
ち
、
一
九
九
九
年
「
葬

墓
文
化
改
革
汎
国
民
協
議
会
」
と
『
ハ
ン
ギ
ョ
レ
新
聞
』
は
共
同
で
葬
儀
文
化
改
善
の
た
め
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
乗
り
出
し
た
。

土
葬
と
火
葬
を
め
ぐ
る
論
争
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
、
あ
ま
り
に
も
自
明
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
土
葬
が
解
決
さ
れ
る
べ
き
課
題
と

し
て
想
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
解
決
す
る
に
は
火
葬
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
言
説
が
形
成
し
広
が
っ
て
い
く
過

程
は
、
論
争
と
い
う
よ
り
も
、
一
方
的
に
火
葬
に
反
対
す
る
考
え
方
を
啓
蒙
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
学
界
や
マ
ス
コ
ミ

の
報
道
は
、
ひ
た
す
ら
土
葬
の
問
題
点
を
指
摘
し
な
が
ら
火
葬
の
正
当
性
を
主
張
し
た
。
い
っ
て
み
れ
ば
、
土
葬
は
悪
、
火
葬
は

善
で
あ
る
か
の
よ
う
に
誘
導
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
最
も
大
き
な
理
由
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
の
は
、
土
葬
が
環
境
保
全
と
国
土

の
効
率
的
な
利
用
を
妨
げ
る
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
問
題
の
本
質
は
、
葬
儀
の
方
法
の
違
い
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
韓

国
社
会
で
死
を
い
か
に
考
え
て
い
る
の
か
と
い
っ
た
認
識
の
問
題
に
あ
る
だ
ろ
う
。
結
局
、
葬
儀
文
化
を
行
政
や
市
民
運
動
の
次

元
に
の
み
還
元
さ
せ
て
し
ま
い
、
か
え
っ
て
肝
心
の
問
題
に
つ
い
て
は
語
ら
れ
な
い
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る 7
。

市
民
団
体
の
み
な
ら
ず
、
い
く
つ
か
の
葬
儀
会
社
も
、
死
の
文
化
全
般
に
か
か
わ
っ
て
色
々
と
積
極
的
な
活
動
を
行
っ
て
い
る
。

た
だ
、
そ
れ
ら
の
活
動
は
学
術
的
な
関
心
か
ら
で
は
な
く
、
や
は
り
葬
儀
文
化
の
改
善
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
賛
同
す
る
も
の
に
と
ど
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ま
っ
て
い
る
。
二
〇
一
四
年
八
月
、
国
会
で
は
、（
社
）
韓
国
葬
儀
業
協
会
と
（
社
）
全
国
公
園
墓
園
協
会
の
主
催
に
よ
り
、「
韓

国
葬
儀
文
化
の
発
展
の
た
め
の
国
会
セ
ミ
ナ
ー
」
が
開
催
さ
れ
た
。
葬
儀
文
化
の
現
実
と
改
善
策
が
公
衆
保
健
学
な
ど
の
観
点
か

ら
議
論
さ
れ
る
と
同
時
に
、
葬
儀
文
化
の
発
展
に
か
か
わ
る
ウ
ェ
ル
ダ
イ
イ
ン
グ
の
教
育
が
強
調
さ
れ
た
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
な
社
会
的
雰
囲
気
と
軌
を
一
に
す
る
よ
う
に
、
一
九
九
九
年
、
ソ
ウ
ル
保
健
大
学
（
現
、
乙
支
大

学
）
に
は
葬
儀
指
導
科
が
開
設
さ
れ
た
。
ア
メ
リ
カ
の
霊
安
学
科
（T

he m
ortuary science

）
を
モ
デ
ル
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

続
い
て
二
〇
〇
〇
年
、
東
国
大
学
仏
教
大
学
院
に
は
葬
儀
文
化
科
が
開
設
さ
れ
た
（
二
〇
一
四
年
九
月
、
生
死
文
化
産
業
研
究
所

設
立
）。
二
〇
〇
二
年
に
は
大
田
保
健
大
学
に
葬
儀
指
導
科
、
二
〇
〇
三
年
に
は
昌
原
文
星
大
学
に
葬
儀
福
祉
科
、
二
〇
〇
四
年

に
は
ソ
ラ
ボ
ル
大
学
に
葬
儀
サ
ー
ビ
ス
経
営
科
（
葬
儀
風
水
創
業
学
科
）、
二
〇
一
二
年
に
は
東
釜
山
大
学
に
葬
儀
行
政
福
祉
科

な
ど
、
専
門
大
学
（college
）
を
中
心
に
葬
儀
関
連
学
科
が
多
数
新
設
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
学
科
の
主
な
科
目
は
、
葬
儀
学
概
論

（
葬
儀
関
連
文
化
、
マ
ナ
ー
、
法
規
な
ど
）、
葬
儀
心
理
学
、
葬
儀
制
度
論
、
葬
儀
場
経
営
論
、
回
復
技
術
学
（
エ
ン
バ
ー
ミ
ン
グ
、

エ
ン
ゼ
ル
メ
イ
ク
な
ど
）
な
ど
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
実
用
性
を
優
先
し
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
偏
っ
て
、
死
そ
の
も
の
に
対
し

て
は
表
面
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
せ
っ
か
く
の
関
連
専
門
学
科
の
開
設
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
こ
の
葬
儀
文
化
学
と
呼
ば
れ
て
い
る
新
し
い
応
用
学
問
は
、
学
術
の
可
能
性
を
自
ら
制
限
し
、
ま
た
探
求
領
域
を
狭
小
化
し

た
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
葬
儀
文
化
学
と
称
さ
れ
る
応
用
学
問
と
生
死
学
と
の
関
係
を
い
か
に
設
定
す
る
か
と
い
う
議
論

か
ら
、
学
問
の
名
称
、
目
的
、
範
囲
と
内
容
、
学
部
と
大
学
院
と
の
学
問
的
な
分
業
と
役
割
に
至
る
ま
で
、
学
科
及
び
学
問
の
位

相
定
立
の
た
め
の
試
み
が
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
時
期
で
あ
る
。
関
連
学
科
の
開
設
は
今
後
生
死
学
の
発
展
に
と
っ
て
転
機
に
な

り
う
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
学
問
の
基
盤
や
産
業
の
需
要
が
後
押
し
さ
れ
て
い
な
い
現
段
階
で
は
、
学
科
の
未
来
は
必
ず
し
も
明

る
い
わ
け
で
は
な
い 8
。

要
す
る
に
、
葬
儀
文
化
の
改
善
運
動
や
葬
儀
文
化
学
科
の
新
設
な
ど
が
総
合
的
な
生
死
学
研
究
の
レ
ベ
ル
に
ま
で
は
つ
な
が
ら
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な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
韓
国
の
葬
儀
文
化
の
急
激
な
変
化
、
す
な
わ
ち
病
院
の
葬
式
場
の
利
用
と
葬
儀
会

社
の
登
場
、
火
葬
へ
の
転
換
、
自
然
葬
の
推
奨
な
ど
の
一
連
の
社
会
的
な
動
き
が
、
死
の
問
題
を
公
論
化
し
、
死
の
教
育
の
必
要

性
な
ど
を
語
り
始
め
る
よ
う
に
し
た
の
は
確
か
で
あ
る
。

３
　
タ
ナ
ト
ロ
ジ
ー
か
ら
触
発
さ
れ
た
研
究

韓
国
に
タ
ナ
ト
ロ
ジ
ー
が
紹
介
さ
れ
た
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
古
い
こ
と
で
は
な
い
。
一
九
九
一
年
に
「
生
と
死
を
考
え
る
会
」
が

設
立
さ
れ
た
こ
と
を
そ
の
嚆
矢
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
キ
リ
ス
ト
教
に
基
づ
い
て
い
る
「
生
と
死
を
考
え
る
会
」
は
、
死
の

教
育
の
大
衆
化
を
目
指
し
て
啓
蒙
活
動
を
開
始
し
た
。
そ
の
母
体
と
な
る
覺
當
福
祉
財
団
は
、
一
九
八
七
年
の
設
立
当
時
、
韓

国
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
能
力
開
発
研
究
会
を
発
足
し
、
韓
国
初
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
生
み
出
し
た
機
関
で
も
あ
る
。
財
団
の
中
に
は
、

一
九
九
一
年
か
ら
始
ま
っ
た
「
生
と
死
を
考
え
る
会
」
を
は
じ
め
、「
虹
ホ
ス
ピ
ス
」「
非
行
青
少
年
相
談
」「
多
文
化
研
究
会
」

な
ど
が
活
動
し
て
い
る
。

そ
の
後
、
二
〇
〇
四
年
に
は
、
ソ
ウ
ル
大
学
名
誉
教
授
の
チ
ョ
ン
・
ジ
ン
ホ
ン
と
翰
林
大
学
哲
学
科
教
授
の
オ
・
ジ
ン
タ
ク

（
呉
進
鐸
）
が
中
心
と
な
っ
て
「
明
る
い
死
を
準
備
す
る
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
を
設
立
し
た
。
こ
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、「
臓
器
提
供
運
動

本
部
」「
葬
墓
改
革
汎
国
民
協
議
会
」「
ホ
ス
ピ
ス
協
会
」「
生
命
分
か
ち
合
い
実
践
会
」
の
市
民
団
体
の
会
員
及
び
大
学
の
哲
学

教
授
や
高
校
の
倫
理
教
師
な
ど
の
三
〇
人
の
集
ま
り
か
ら
始
ま
っ
た
。
ま
た
、
二
〇
〇
五
年
に
設
立
さ
れ
た
「
韓
国
死
学
会
」
は
、

梨
花
女
子
大
学
韓
国
学
科
の
教
授
で
あ
る
チ
ェ
・
ジ
ュ
ン
シ
ク
（
崔
俊
植
）
を
会
長
と
し
て
、
哲
学
・
宗
教
学
・
心
理
学
・
社
会

学
・
医
学
な
ど
の
専
門
家
が
集
ま
っ
た
学
術
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
あ
る 9
。
こ
れ
ら
の
活
動
を
通
じ
て
、
実
践
学
問
と
し
て
の
生
死
学
及

び
死
の
教
育
が
国
内
に
徐
々
に
普
及
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
間
に
西
洋
の
死
学
や
日
本
の
死
生
学
関
連
の
書
籍
が
数
多
く
翻
訳
さ
れ
た
。
ま
た
、
死
学
に
か
か
わ
っ
て
臨
死
体
験
な
ど
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も
紹
介
さ
れ
た
。
現
在
は
宗
教
・
哲
学
だ
け
で
な
く
、
医
学
・
社
会
学
・
心
理
学
・
法
学
・
教
育
学
・
看
護
学
・
社
会
福
祉
学
な

ど
の
様
々
な
分
野
で
死
を
扱
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
死
学
を
紹
介
し
な
が
ら
、
ウ
ェ
ル
ダ
イ
イ
ン
グ
に
つ
い
て
論
じ
る
研
究
は

徐
々
に
増
え
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
、
チ
ョ
・
ゲ
フ
ァ
他
『
死
学
序
説
』（
二
〇
〇
六
）
は
、
看
護
学
・
教
育
学
・
社
会
福
祉
学

の
大
学
生
向
け
に
著
し
た
、
す
な
わ
ち
保
健
医
療
・
相
談
・
社
会
福
祉
な
ど
の
専
門
家
養
成
の
た
め
の
教
材
で
あ
る
。
こ
れ
は

二
〇
〇
四
年
度
か
ら
二
年
間
、
韓
国
学
術
振
興
財
団
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
死
学
に
関
す
る
教
科
・
教
材
の
開
発
」
の
成
果
で

あ
る
。

韓
国
の
場
合
、
生
死
学
の
主
な
実
践
分
野
の
一
つ
で
あ
る
ホ
ス
ピ
ス
活
動
は
、
生
死
学
が
導
入
さ
れ
る
以
前
か
ら
、
カ
ト
リ
ッ

ク
・
仏
教
・
キ
リ
ス
ト
教
・
円
仏
教
な
ど
の
宗
教
団
体
に
よ
っ
て
活
発
に
展
開
さ
れ
て
き
た
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
そ
れ
に
比
べ

る
と
、
死
に
関
す
る
学
術
や
死
の
準
備
教
育
は
未
だ
に
社
会
的
に
十
分
に
理
解
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

韓
国
初
の
ホ
ス
ピ
ス
は
、
一
九
七
八
年
、
江
陵
に
あ
る
カ
ル
バ
リ
ー
病
院
（C

alvary H
ospice: 

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
か
ら
来
た
シ

ス
タ
ー
た
ち
に
よ
るLittle C

om
pany of M

ary

が
運
営
）
で
終
末
期
看
護
を
行
っ
た
こ
と
と
知
ら
れ
て
い
る
。
一
九
八
二
年
に
は

ソ
ウ
ル
の
江
南
聖
母
病
院
を
中
心
に
本
格
化
さ
れ
、
ほ
と
ん
ど
の
カ
ト
リ
ッ
ク
系
病
院
に
お
い
て
ホ
ス
ピ
ス
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。

一
九
九
一
年
に
は
韓
国
ホ
ス
ピ
ス
協
会
が
設
立
さ
れ
た
。
二
〇
一
一
年
の
段
階
で
、
全
国
四
三
ヶ
所
の
ホ
ス
ピ
ス
指
定
医
療
機
関

で
七
二
二
床
の
病
床
を
運
用
し
て
い
る
と
い
う
。
因
み
に
二
〇
一
四
年
一
二
月
四
日
に
は
、
実
際
の
ホ
ス
ピ
ス
病
棟
の
様
子
を
描

い
た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
「
い
の
ち
」（
イ
・
チ
ャ
ン
ジ
ェ
監
督
）
が
公
開
さ
れ
、
話
題
を
呼
ん
で
い
る
。

最
近
、
韓
国
で
ウ
ェ
ル
ダ
イ
イ
ン
グ
、
ウ
ェ
ル
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
が
流
行
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
の
一
つ
に
は
、
安
楽
死
・
尊
厳

死
論
争
も
あ
る
。
二
〇
〇
九
年
二
月
、
普
段
よ
り
尊
厳
死
を
肯
定
的
に
認
め
て
き
た
故
キ
ム
・
ス
フ
ァ
ン
（
金
壽
煥
）
枢
機
卿

は
、
無
意
味
な
延
命
医
療
を
拒
否
す
る
こ
と
で
自
ら
尊
厳
死
を
実
践
し
て
見
せ
た
。
ち
ょ
う
ど
同
じ
ご
ろ
、
ソ
ウ
ル
高
等
裁
判
所

は
、
セ
ブ
ラ
ン
ス
病
院
の
患
者
キ
ム
某
氏
の
家
族
が
起
こ
し
た
訴
訟
に
つ
い
て
、
病
院
側
は
患
者
家
族
の
意
思
通
り
人
工
呼
吸
器
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を
外
す
よ
う
に
判
決
を
下
し
た
。
こ
の
延
命
医
療
中
断
認
定
判
決
は
、
安
楽
死
・
尊
厳
死
に
対
す
る
社
会
的
議
論
を
呼
び
起
こ
し

た
。
二
〇
〇
九
年
、
国
立
が
ん
セ
ン
タ
ー
（
二
〇
〇
一
年
開
院
）
で
は
、
緩
和
ケ
ア
に
関
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
尊
厳
あ
る
死
の

た
め
の
社
会
的
合
意
」
を
開
催
し
た
。
ま
た
同
年
、
セ
ブ
ラ
ン
ス
病
院
と
韓
国
死
学
会
は
「
人
間
の
生
命
と
尊
厳
死
」
と
い
う
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
い
て
、
医
学
と
宗
教
の
学
際
研
究
か
ら
尊
厳
死
問
題
を
考
え
よ
う
と
し
た
。

も
う
一
つ
の
要
因
と
し
て
、
二
〇
一
一
年
に
有
名
芸
能
人
の
自
殺
が
相
次
ぎ
、
さ
ら
に
一
般
人
の
模
倣
自
殺
も
続
く
こ
と
に
な

り
、
自
殺
が
大
き
な
社
会
的
問
題
と
し
て
浮
か
ん
で
き
た
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
大
韓
医
師
協
会
は
、
同
年
「
自
殺
は
病
気
で
あ
る

か
」
を
主
題
に
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
く
な
ど
、
自
殺
は
病
気
で
あ
る
と
の
認
識
を
広
め
、
予
防
対
策
を
提
示
し
、
自
殺
率
の
減
少

の
た
め
に
対
国
民
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
展
開
す
る
こ
と
を
表
明
し
た
。
も
ち
ろ
ん
政
府
の
第
一
次
自
殺
予
防
総
合
対
策
が
樹
立
し
た

二
〇
〇
四
年
を
前
後
し
て
、
政
府
・
宗
教
教
団
・
民
間
団
体
の
連
合
か
ら
な
る
自
殺
予
防
活
動
は
続
い
て
お
り
、
二
〇
〇
九
年
か

ら
の
第
二
次
自
殺
予
防
総
合
対
策
で
は
心
理
学
的
剖
検
の
方
法
の
導
入
計
画
を
も
発
表
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
社
会
的
雰
囲
気
を
反
映
す
る
か
の
よ
う
に
、
最
近
韓
国
で
は
、
高
齢
者
だ
け
で
な
く
、
若
者
の
間
で
も
、
死
の
教

育
、
死
の
体
験
、
ウ
ェ
ル
ダ
イ
イ
ン
グ
な
ど
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
。
韓
国
初
の
死
の
準
備
教
育
の
専
門
人
材
養
成
プ
ロ
グ

ラ
ム
を
開
始
し
た
覺
當
福
祉
財
団
で
は
、
二
〇
〇
二
年
か
ら
「
ウ
ェ
ル
ダ
イ
イ
ン
グ
教
育
指
導
者
コ
ー
ス
」（
一
四
週
間
）
を
運

営
し
て
い
る
。
他
に
も
、
一
般
人
を
対
象
に
死
の
準
備
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
し
て
い
る
機
関
が
増
え
て
き
た
。
そ
こ
で
は
バ
ケ
ッ

ト
リ
ス
ト
や
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
ノ
ー
ト
、
自
伝
の
執
筆
、
遺
言
の
作
成
、
入
棺
体
験
、
法
的
手
続
き
及
び
葬
儀
方
法
の
選
択
な
ど
の

実
質
的
な
支
援
を
提
供
し
て
い
る
。
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三
　
翰
林
大
学
生
死
学
研
究
所
の
活
動

二
〇
〇
四
年
に
翰
林
大
学
哲
学
科
教
授
の
オ
・
ジ
ン
タ
ク
が
設
立
し
た
生
死
学
研
究
所
は
、
哲
学
の
観
点
か
ら
自
殺
予
防
や
死

の
教
育
に
関
与
し
て
き
た
。
も
と
も
と
東
洋
哲
学
を
専
攻
し
た
オ
は
、
前
に
述
べ
た
「
明
る
い
死
を
考
え
る
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
の
創

立
メ
ン
バ
ー
で
も
あ
る
。
オ
は
哲
学
科
内
に
死
の
準
備
教
育
科
目
及
び
自
殺
予
防
教
育
科
目
を
開
設
、
二
〇
一
一
年
か
ら
は
生
死

学
自
殺
予
防
協
働
専
攻
課
程
を
開
設
す
る
な
ど
、
こ
の
一
〇
年
間
、
韓
国
の
生
死
学
を
開
拓
し
て
き
た
。

生
死
学
研
究
所
は
、
二
〇
一
二
年
九
月
か
ら
韓
国
研
究
財
団
支
援
の
人
文
韓
国
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
選
定
さ
れ
、
い
ま
大
き
な
転

機
を
迎
え
て
い
る
。
二
〇
二
二
年
ま
で
一
〇
年
間
遂
行
さ
れ
る
研
究
課
題
名
は
、「
韓
国
的
生
死
学
の
確
立
と
自
殺
予
防
の
地
域

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
」
で
あ
る
。
韓
国
に
お
け
る
生
死
学
研
究
が
西
洋
の
タ
ナ
ト
ロ
ジ
ー
と
日
本
の
死
生
学
か
ら
研
究
方
法
や

研
究
対
象
を
多
く
受
け
入
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
れ
は
韓
国
の
文
化
や
伝
統
あ
る
い
は
韓
国
人
の
死
生
観
に
合
っ
た
研
究
で
あ

る
と
は
言
い
難
い
。
西
洋
の
タ
ナ
ト
ロ
ジ
ー
は
生
と
死
と
を
断
絶
し
た
も
の
と
見
な
し
、
主
に
神
学
的
基
盤
の
上
に
成
り
立
っ
て

死
の
準
備
教
育
に
重
点
を
置
い
て
い
る
の
に
対
し
、
日
本
の
死
生
学
は
日
本
人
の
死
生
観
や
現
代
の
生
命
倫
理
の
問
題
を
も
含
め

て
実
践
学
と
し
て
の
死
学
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
。
翰
林
大
学
生
死
学
研
究
所
で
は
、
韓
国
生
死
学
の
課
題
は
何
よ
り
も
韓
国
的

生
死
学
の
確
立
だ
と
判
断
し
、
ま
さ
に
そ
れ
を
第
一
の
課
題
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
今
ま
で
多
く
の
研
究
成
果

を
蓄
積
し
て
き
た
海
外
機
関
と
の
連
帯
や
協
力
は
欠
か
せ
な
い
。

生
死
学
研
究
所
の
活
動
領
域
は
、
次
の
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
。

　
・
思
惟
と
省
察

―
韓
国
社
会
の
死
の
認
識
を
理
解
す
る
た
め
の
人
文
科
学
中
心
の
学
際
研
究

　
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
ケ
ア

―
不
幸
な
死
を
防
ぐ
た
め
の
学
際
モ
デ
ル
の
構
築
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・
共
有
と
拡
散

―
社
会
的
普
及
の
た
め
の
生
命
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
コ
ン
テ
ン
ツ
の
開
発

以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
活
動
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
す
る
こ
と
に
す
る
。

１
　
思
惟
と
省
察

東
洋
と
西
洋
の
死
の
文
化
を
包
括
的
に
理
解
し
な
が
ら
、
現
代
韓
国
社
会
の
死
の
文
化
を
考
察
で
き
る
研
究
を
目
指
す
。
研
究

成
果
は
最
終
的
に
生
死
学
研
究
所
の
企
画
叢
書
の
形
に
ま
と
め
て
い
る
。
研
究
所
の
主
催
す
る
国
内
外
の
学
術
大
会
、
コ
ロ
キ
ウ

ム
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
は
、
こ
の
叢
書
計
画
と
連
携
し
て
実
質
的
な
共
同
研
究
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

〈
国
内
学
術
大
会
〉

○ 

第
一
回
「
韓
国
社
会
の
死
の
文
化
、
そ
の
現
状
を
問
う
」　
二
〇
一
三
年
三
月
二
九
日

○ 

第
二
回
「
生
死
学
か
ら
み
る
死
の
理
解
の
多
様
性
」　
二
〇
一
三
年
一
一
月
二
日

○ 

第
三
回
「
延
命
医
療
決
定
の
法
制
化
に
対
す
る
学
際
的
省
察
」　
二
〇
一
四
年
四
月
二
三
日

○ 

第
四
回
「
春
川
市
居
住
の
高
齢
者
の
自
殺
行
動
と
悲
哀
」　
二
〇
一
四
年
一
二
月
一
一
日

〈
国
際
学
術
大
会
〉

○ 

第
一
回
「
死
の
定
義
、
ど
う
す
る
か
？
」　
二
〇
一
三
年
六
月
五
日

○ 

第
二
回
「
自
殺
予
防
の
た
め
の
東
ア
ジ
ア
の
協
力
と
連
帯
」　
二
〇
一
四
年
五
月
一
四
日

○ 

第
三
回
「
死
と
臨
終
の
た
め
の
東
ア
ジ
ア
の
理
解
」　
二
〇
一
五
年
二
月
二
五
日
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生
死
学
研
究
所
で
企
画
し
て
い
る
叢
書
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
単
著

題
　
目

筆
　
者

出
版
年

自
殺
予
防
、
解
法
は
あ
る

―
死
の
理
解
が
生
を
変
え
る

オ
・
ジ
ン
タ
ク
（
翰
林
大
）

二
〇
一
三

自
殺
予
防
の
哲
学

―
生
命
教
育
と
自
殺
未
遂
者
教
育
事
例

オ
・
ジ
ン
タ
ク 

（
翰
林
大
）

二
〇
一
四

死
、
復
活
、
そ
し
て
永
生

―
キ
リ
ス
ト
教
の
生
死
観
を
読
む

キ
ム
・
キ
ョ
ン
ジ
ェ
（
韓
信
大
）

二
〇
一
四 

仏
教
の
生
死
観
と
死
の
教
育

ア
ン
・
ヤ
ン
ギ
ュ
（
東
国
大
）

二
〇
一
四 

死
を
考
え
る
と
い
う
こ
と

―
古
代
ギ
リ
シ
ャ
に
お
け
る
死
の
理
解

イ
・
カ
ン
ソ
（
全
南
大
）

二
〇
一
五 

死
の
政
治
学

―
儒
教
の
死
の
理
解

イ
・
ヨ
ン
ジ
ュ
（
光
州
科
学
技
術
院
）

二
〇
一
五 

尊
厳
な
る
死
の
文
化
史

ク
・
ミ
レ
（
東
国
大
）

二
〇
一
四 

チ
ベ
ッ
ト
の
死
の
理
解

―
天
葬

シ
ム
・
ヒ
ョ
ク
ジ
ュ
（
翰
林
大
）

二
〇
一
五 

死
と
苦
痛
、
そ
し
て
生
命

―
神
学
的
理
解

パ
ク
・
ヒ
ョ
ン
グ
ク 

（
翰
林
大
）

二
〇
一
五 

題
　
目

訳
　
者

原
　
著

좋
은 

죽
음

チ
ョ
ン
・
ヒ
ョ
ウ
ン 

（
東
義
大
）

立
岩
真
也
『
良
い
死
』
（
筑
摩
書
房
、

②
訳
書
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③
共
著

題
　
目

筆
　
者

　
数

出
版
年

死
、
い
か
に
理
解
す
べ
き
か

四
人

二
〇
一
四

生
と
死
の
人
文
学

一
二
人

二
〇
一
四

死
の
儀
礼
と
文
化
的
記
憶

一
〇
人

二
〇
一
五

死
の
風
景
を
描
く

―
韓
国
的
生
死
学
の
た
め
に

一
六
人

二
〇
一
五

ベ
・
カ
ン
ム
ン 

（
翰
林
大
）

二
〇
〇
八
）

일
본
인
의 

사
생
관
을 

읽
다

―
메
이
지 

무
사
도
에
서 

영
화<

굿
바
이>

까
지

ベ
・
カ
ン
ム
ン
（
翰
林
大
）

島
薗
進 

『
日
本
人
の
死
生
観
を
読
む

─
明
治

武
士
道
か
ら
「
お
く
り
び
と
」
へ
』（
朝
日
新

聞
出
版
、
二
〇
一
二
）

성
스
러
운 

죽
음
의 

기
술

ヤ
ン
・
ジ
ョ
ン
ヨ
ン
（
翰
林
大
）K

enneth K
ram

er, T
he Sacred A

rt of D
ying: H

ow
 

the W
orld R

eligions U
nderstand D

eath  (P
aulist 

Press, 1988)

구
원
과 

자
살

―
짐 

존
스
・
인
민
사

원
・
존
스
타
운

イ
・
チ
ャ
ン
イ
ク
（
翰
林
大
）

D
avid C

hidester, Salvation and Suicide: A
n 

Interpretation of Jim
 Jones, T

he Peoples Tem
ple, and 

Jonestow
n  (Indiana U

niversity Press, 2003)
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一
例
と
し
て
、
共
著
『
死
の
風
景
を
描
く

―
韓
国
的
生
死
学
の
た
め
に
』
を
あ
げ
て
み
る
。
本
書
は
、
死
に
か
か
わ
る
社
会

的
・
文
化
的
・
歴
史
的
な
概
念
の
な
か
で
、
具
体
的
な
テ
ー
マ
を
選
定
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ー
マ
に
適
し
た
専
門
家
に
執
筆
を
依

頼
し
た
。
と
く
に
伝
統
的
な
死
の
理
解
（
第
一
部
）
に
関
連
す
る
ト
ピ
ッ
ク
は
、喪
輿
（
葬
儀
の
際
に
屍
を
墓
地
ま
で
運
ぶ
祭
具
）、

コ
ク
デ
ュ
（K

okdu: 

喪
輿
を
飾
る
木
の
彫
刻
。
木
偶
と
も
呼
ば
れ
る
）、
神
主
（
位
牌
）、
祭
祀
（
法
事
）、
族
譜
（
家
門
の
系
図
）

な
ど
、
韓
国
特
有
の
死
生
観
を
示
す
も
の
と
い
え
る
。
こ
れ
ら
は
朝
鮮
時
代
後
期
か
ら
近
代
初
期
ま
で
持
続
し
た
が
、
現
代
に

入
っ
て
急
激
に
変
化
し
て
い
っ
た
。
そ
の
詳
細
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
韓
国
の
死
の
文
化
を
批
判
的
に
考
察
す
る
手
が

か
り
が
見
つ
か
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

　
　『
死
の
風
景
を
描
く

―
韓
国
的
生
死
学
の
た
め
に
』

　
　
第
一
部  

伝
統
的
理
解

　
　
第
二
部  

現
代
的
省
察

喪
輿

イ
ム
・
ヒ
ョ
ン
ス 

（
韓
国
宗
教
文
化
研
究
所
）

生
命

チ
ョ
ン
・
ジ
ン
ホ
ン 

（
蔚
山
大
）

コ
ク
デ
ュ

キ
ム
・
オ
ク
ラ
ン 

（
コ
ク
デ
ュ
博
物
館
）

孤
独
死

イ
・
ミ
エ 

（
啓
明
大
）

神
主 

イ
・
ウ
ク 

（
韓
国
学
中
央
研
究
院
）

尊
厳
死

パ
ク
・
ヒ
ョ
ン
グ
ク
（
翰
林
大
）

鬼
神 

カ
ン
・
サ
ン
ス
ン 

（
高
麗
大
）

葬
儀
社

シ
ム
・
シ
ョ
ク
ジ
ュ 

（
翰
林
大
）

霊
媒 

キ
ム
・
ホ
ン
ソ
ン 

（
京
畿
大
）

火
葬

チ
ョ
ン
・
イ
リ
ョ
ン
（
西
江
大
）

祭
祀

パ
ク
・
ジ
ョ
ン
チ
ョ
ン 

（
高
麗
大
）

災
害

ベ
・
カ
ン
ム
ン
（
翰
林
大
）

死
を
め
ぐ
っ
て
対
話
す
る

―
東
ア
ジ
ア
の
生
死
学
の
た
め
に

一
二
人

二
〇
一
五
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２
　
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
ケ
ア

自
殺
予
防
の
た
め
の
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
と
い
う
課
題
遂
行
の
た
め
に
、
社
会
調
査
チ
ー
ム
で
は
、
春
川
市
に
居
住
す

る
高
齢
者
を
対
象
に
、
二
〇
一
三
年
か
ら
リ
サ
ー
チ
を
実
施
し
て
い
る
。
社
会
調
査
チ
ー
ム
の
研
究
結
果
は
、『
春
川
市
居
住
の

高
齢
者
の
自
殺
行
動
と
悲
哀
』
で
刊
行
予
定
で
あ
る
。

　
　
研
究
目
標
及
び
課
題

一
段
階

現
場
に
お
け
る
死
の
認
識
と
対
処
方
法

一
年
次

韓
国
人
の
死
の
理
解
と
死
に
対
処
す
る
能
力
の
感
覚
に
関
す
る
研
究

二
年
次

自
殺
と
尊
厳
あ
る
死
に
関
す
る
調
査
及
び
内
容
分
析

三
年
次

死
と
末
期
患
者
に
対
す
る
保
護
の
態
度
に
関
す
る
多
角
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ

二
段
階

自
殺
の
危
険
因
子
と
社
会
現
象
に
関
す
る
深
層
分
析

三
段
階

自
殺
予
防
の
た
め
の
統
合
的
な
教
育
モ
デ
ル
の
提
示

族
譜

チ
ャ
・
ジ
ャ
ン
ソ
ブ
（
江
原
大
）

テ
ロ

イ
・
チ
ャ
ン
イ
ク
（
翰
林
大
）

葬
儀

関
根
英
行 

（
嘉
泉
大
）

臨
死
体
験

ヤ
ン
・
ジ
ョ
ン
ヨ
ン
（
翰
林
大
）

ま
た
、
看
護
学
専
門
の
共
同
研
究
員
が
中
心
と
な
っ
て
開
発
し
た
『
家
庭
ホ
ス
ピ
ス
（
緩
和
医
療
）
ケ
ア
提
供
マ
ニ
ュ
ア
ル
』
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が
刊
行
さ
れ
た
。

３
　
共
有
と
拡
散

研
究
者
や
専
門
家
の
育
成
と
社
会
的
拡
散
を
目
的
と
し
て
、
二
〇
一
三
年
九
月
か
ら
は
、
生
命
教
育
融
合
大
学
院
（
修
士
・
博

士
課
程
）
を
開
設
し
て
運
営
し
て
い
る
。
他
に
も
、
生
命
教
育
と
死
の
教
育
を
普
及
し
て
い
く
た
め
に
、
地
域
社
会
を
対
象
に
、

以
下
の
よ
う
な
活
動
を
行
っ
て
い
る
。

○ 

教
師
職
務
研
修
「
学
校
の
現
場
に
お
け
る
生
死
学
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
拡
散
」

○ 

市
民
人
文
講
座
（
軍
部
隊
）「
創
造
的
な
軍
生
活
の
た
め
の
人
文
学
講
座

―
自
殺
予
防
の
た
め
の
人
文
学
」

○ 

読
書
コ
ン
ペ
テ
ィ
シ
ョ
ン
「
生
命
愛
と
自
殺
予
防
コ
ン
ペ
」

○ 

「
生
命
愛
の
た
め
の
希
望
コ
ン
サ
ー
ト
」、「
生
命
映
画
祭
」、「
ウ
ェ
ル
ダ
イ
イ
ン
グ
演
劇
」
な
ど

○ 

大
学
生
を
対
象
と
し
た
ブ
ロ
グ
の
開
設
、
自
殺
予
防
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
開
発

四
　
韓
国
的
生
死
学
の
今
後

生
死
学
を
死
か
ら
生
へ
の
意
味
を
省
み
よ
う
と
す
る
実
践
哲
学
と
い
う
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く
そ
の
意
味
は
、
伝
統
文
化
を
振
り

返
り
な
が
ら
、
現
代
社
会
の
生
活
に
深
く
関
与
し
て
い
る
死
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
文
化
現
象
と
し
て
死

を
考
え
る
こ
と
は
、
社
会
的
・
歴
史
的
・
文
化
的
観
点
か
ら
死
に
つ
い
て
問
い
直
す
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
各
々
の
専

門
分
野
を
超
え
て
、
哲
学
、
宗
教
学
な
ど
の
人
文
学
か
ら
社
会
学
、
心
理
学
、
医
学
な
ど
へ
の
学
際
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
り
初
め
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て
可
能
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
生
死
学
の
主
な
実
践
領
域
と
し
て
は
、
ホ
ス
ピ
ス
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
、
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
、
死
の
準
備
教
育
、
自
殺
予

防
（
生
命
教
育
）
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
実
践
的
な
活
動
は
、
政
府
及
び
マ
ス
コ
ミ
や
市
民
団
体
と
も
協
力
す
る
と
と

も
に
、
家
庭
・
学
校
・
病
院
な
ど
の
地
域
社
会
か
ら
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
る
必
要
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
生
死
学
の
研
究
と
活
動
が

既
成
宗
教
や
宗
派
に
縛
ら
れ
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
、
韓
国
の
場
合
、
ホ
ス
ピ
ス
活
動
を
既
に
各
宗
教
団
体
が
行
っ
て
い

る
だ
け
に
、
宗
教
と
宗
派
を
超
え
て
韓
国
的
生
死
学
を
模
索
す
る
こ
と
は
簡
単
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

韓
国
で
は
未
だ
に
死
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
タ
ブ
ー
視
さ
れ
て
お
り
、
死
の
教
育
な
ど
に
つ
い
て
も
社
会
的
認
識
は
低
い
。
ゆ

え
に
死
に
つ
い
て
互
い
に
異
な
る
理
解
を
自
由
に
語
り
合
え
る
成
熟
し
た
社
会
を
つ
く
る
こ
と
は
、
確
か
に
重
要
で
あ
る
。
と
は

い
え
、
生
死
学
の
目
指
す
と
こ
ろ
が
ウ
ェ
ル
ダ
イ
イ
ン
グ
と
い
う
啓
発
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
レ
ベ
ル
で
終
わ
っ
て
し
ま
っ
て
は
な
ら

な
い
だ
ろ
う
。
自
殺
予
防
の
目
標
が
単
に
自
殺
率
の
減
少
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
に
、
死
は
あ
く
ま
で
も
個
人
的
・
心
理
的

な
問
題
を
超
え
て
、
社
会
文
化
的
な
問
題
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
ま
ず
必
要
な
の
は
学
術
的
基
盤
の
構
築
で
あ
り
、
そ
こ
で
翰
林

大
学
生
死
学
研
究
所
は
、
韓
国
的
生
死
学
の
確
立
の
一
助
と
な
る
よ
う
努
力
し
て
い
く
つ
も
り
で
あ
る
。
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