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❖調査報告❖　韓国江陵大関嶺城隍祭 —集落における神霊の機能—

　
二
〇
一
五
年
六
月
一
日
韓
国
江
原
道
東

部
の
江
陵
市
で
開
催
さ
れ
た
端
午
祭
の
前

祭
を
調
査
す
る
機
会
を
得
た
。
端
午
祭
は

韓
国
で
は
、
旧
暦
の
正
月
や
秋
夕
と
な
ら

ぶ
重
要
な
年
中
行
事
で
、
そ
の
年
の
豊

作
・
豊
漁
を
祈
る
祭
で
あ
る
。
江
陵
端
午

祭
は
、
儒
・
仏
・
道
の
融
合
し
た
伝
統

的
祭
儀
の
内
容
と
芸
能
性
の
高
さ
か
ら
、

二
〇
〇
五
年
に
は
世
界
文
化
遺
産
に
登
録

さ
れ
た
。
二
〇
一
四
年
は
セ
ウ
ォ
ル
号
の

事
故
を
う
け
て
開
催
が
自
粛
さ
れ
た
た
め
、

一
年
ぶ
り
の
開
催
と
な
っ
た
。

　
現
在
の
祭
礼
の
内
容
を
簡
単
に
示
す
と

そ
れ
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

旧
暦
四
月
五
日
　
神
に
捧
げ
る
酒
を
醸
す

旧
暦
四
月
一
五
日
　
大
関
嶺
山
神
祭
・
国

師
城
隍
祭

旧
暦
五
月
三
日
　
迎
神
祭

旧
暦
五
月
四
日
〜
七
日
　
朝
尊
祭

旧
暦
五
月
七
日
夕
方
　
送
神
祭

　
今
回
の
調
査
で
は
、
こ
れ
ら
の
う
ち
収

穫
を
祈
る
端
午
祭
の
前
祭
に
あ
た
る
城
隍

祭
を
取
材
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
こ

れ
を
中
心
に
報
告
す
る
。

　
前
祭
は
今
日
で
は
、
丸
一
日
で
終
了
す

る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
以
下
の
よ
う
な

順
で
執
行
さ
れ
た
。

一
、
大
関
嶺
山
神
祭

二
、
大
関
嶺
国
師
城
隍
祭

三
、
邱
山
城
隍
祭

四
、
鶴
山
城
隍
祭

五
、
奉
安
祭

　
城
隍
祭
は
人
々
に
と
っ
て
重
要
な
端
午

祭
が
滞
り
無
く
無
事
に
遂
行
さ
れ
る
た
め

に
必
要
と
さ
れ
る
前
祭
で
あ
り
、
鎮
め
と

護
り
の
祭
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
山
神
お

よ
び
城
隍
神
は
、
事
情
が
あ
っ
て
祖
先
祭

祀
に
よ
っ
て
子
孫
に
祭
ら
れ
る
こ
と
が
で

き
な
い
「
無
主
孤
魂
」
を
束
ね
て
お
り
、

不
安
定
な
状
態
で
は
災
い
の
基
と
な
る
が
、

そ
れ
を
丁
重
に
扱
う
こ
と
で
、
大
切
な
端

午
祭
の
期
間
の
安
泰
を
守
護
し
て
く
れ
る
。

日
本
風
に
翻
訳
し
て
考
え
る
と
疫
神
祭
で

あ
る
が
、
前
祭
と
し
て
の
位
置
が
確
定
し

て
お
り
、
城
隍
神
は
「
無
主
孤
魂
」
が

宿
っ
た
神
木
と
と
も
に
、
端
午
祭
が
無
事

終
わ
る
ま
で
の
守
護
を
す
る
の
で
あ
る
か

ら
、
疫
神
祭
と
し
て
独
立
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。

　
城
隍
祭
の
開
催
に
さ
き
だ
っ
て
醸
酒
が

行
わ
れ
る
。
か
つ
て
の
江
陵
官
庁
（
朝
鮮

時
代
）
で
あ
る
七
事
堂
（
チ
ル
サ
ダ
ン
）

と
よ
ば
れ
る
建
物
に
注
連
が
は
ら
れ
、
男

性
が
た
ず
さ
わ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
。
七

事
堂
で
は
、
江
陵
市
長
お
よ
び
市
民
か
ら

献
納
さ
れ
た
米
・
麹
を
つ
か
っ
て
祭
り
用

の
酒
と
餅
が
作
ら
れ
る
。
神
前
に
供
え
る

祭
酒
は
い
わ
ゆ
る
口
噛
み
の
酒
系
統
の
発

酵
酒
で
、
ア
ル
コ
ー
ル
発
酵
で
は
な
く
乳

酸
発
酵
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　
市
民
に
頒
布
さ
れ
て
い
た
神
酒
は
、
米

と
麹
で
つ
く
る
甘
み
の
あ
る
濁
り
酒
（
い

わ
ゆ
る
ど
ぶ
ろ
く
）、
餅
は
米
の
粉
を
蒸

し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

調
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大
関
嶺
の
北
中
腹
に
は
、
山
神
堂
と
城

隍
堂
が
並
ん
で
お
り
、
祭
儀
は
堂
の
前
で

行
わ
れ
る
。
堂
の
背
後
（
嶺
が
わ
）
に
は
、

二
股
に
分
か
れ
た
く
ぬ
ぎ
の
木
の
根
本
に

「
山
神
」
と
刻
し
た
石
が
あ
り
、
こ
こ
で

は
山
神
が
木
の
根
本
に
宿
る
神
霊
で
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
泉
水
の
湧
く
洞

（
竜
神
か
）
も
信
仰
の
対
象
と
な
っ
て
い

る
。

　
山
神
堂
の
堂
内
に
は
武
将
に
は
み
え
な

い
神
像
が
描
か
れ
て
い
る
。
現
在
は
そ
れ

を
三
国
統
一
に
功
績
の
あ
っ
た
新
羅
の
将

軍
金
庾
信
（
キ
ム
ユ
シ
ン
）
と
し
て
い
る
。

金
庾
信
は
韓
半
島
の
人
々
に
と
っ
て
は
建

国
の
父
と
も
い
う
べ
き
重
要
な
神
で
あ
り
、

慶
州
に
あ
る
金
庾
信
の
墓
に
は
、
日
本
統

治
時
代
に
破
壊
さ
れ
る
ま
で
、
金
庾
信
祠

堂
が
あ
っ
て
、
国
民
的
な
信
仰
を
集
め
て

い
た
。

　
金
庾
信
に
は
、
日
本
の
御
霊
信
仰
に
も

似
た
興
味
深
い
伝
承
が
あ
る
。
す
な
わ
ち

金
庾
信
の
死
後
、
彼
の
子
孫
が
無
罪
で
誅

殺
さ
れ
た
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
、
死
者
で
あ

る
庾
信
の
魂
が
、
同
じ
く
死
者
で
あ
る
新

羅
の
始
祖
味
鄒
王
（
ミ
チ
ュ
ワ
ン
）
の
魂

に
む
か
っ
て
抗
議
を
し
た
。
自
分
は
生
き

た
と
き
は
武
功
を
あ
げ
、
死
ん
で
か
ら
も

国
を
守
護
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず

我
が
功
績
は
忘
れ
さ
ら
れ
、
子
孫
は
誅
せ

ら
れ
る
に
い
た
っ
た
。
こ
う
な
っ
た
か
ら

に
は
も
う
ど
こ
か
へ
行
き
、
国
の
た
め
に

い
そ
し
む
こ
と
は
や
め
た
い
、
と
い
う
の

で
あ
る
。

　
味
鄒
王
の
魂
か
ら
こ
の
こ
と
を
き
い
た

王
の
子
孫
は
、
金
敬
信
を
庾
信
の
墓
に
遣

わ
し
て
謝
罪
の
旨
を
伝
え
、
庾
信
の
発
願

で
建
立
さ
れ
た
鷲
仙
寺
に
功
徳
田
を
た
て

ま
つ
っ
た
、
と
い
う
。
こ
の
伝
承
は
『
三

国
史
記
』
ほ
か
数
多
く
の
文
献
に
収
め
ら

れ
、
人
口
に
膾
炙
す
る
著
名
な
も
の
と

な
っ
て
い
る
。
祭
神
と
し
て
の
金
庾
信
の

祭
り
上
げ
の
経
緯
や
神
格
の
性
質
に
深
く

か
か
わ
る
物
語
で
あ
る
。

　
く
ぬ
ぎ
の
根
本
の
山
神
は
、
ほ
か
の
集

落
に
も
見
ら
れ
、
も
と
も
と
特
定
の
人
物

で
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
が
、
勇
猛
な
神
で

あ
り
、
ま
た
丁
重
に
扱
わ
な
け
れ
ば
、
機

嫌
を
損
ね
る
神
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
い
つ

し
か
（
お
そ
ら
く
そ
う
遠
く
な
い
過
去
に

お
い
て
）
金
庾
信
に
イ
メ
ー
ジ
が
重
な
っ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
大
関
嶺
の
国
師
城
隍
堂
の
主
神
は
、
か

の
梵
日
国
師
で
あ
る
と
い
う
。
梵
日
国
師

は
、
曹
渓
宗
の
名
僧
で
あ
る
以
上
に
、
江

陵
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
故
郷
の
生
ん
だ

写真 2　山神堂写真 3　山神堂の主神

写真 4　大関嶺国師城隍堂の主神
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偉
人
と
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
祭
礼
に
お
い

て
は
近
接
す
る
集
落
の
女
城
隍
神
と
の
婚

儀
が
あ
り
、
二
人
の
息
子
が
あ
る
と
さ
れ

る
。

　
山
神
堂
と
国
師
城
隍
堂
の
前
で
そ
れ
ぞ

れ
、
祭
官
が
祝
文
を
読
み
上
げ
る
儒
教
的

儀
式
と
楽
隊
と
巫
（
ム
ー
ダ
ン
）
に
よ
る

祝
願
の
「
ク
ッ
」
が
は
な
や
か
に
行
わ
れ

る
。
ム
ー
ダ
ン
に
よ
る
ク
ッ
は
、
そ
の
芸

能
性
の
高
さ
か
ら
、
最
近
に
な
っ
て
、
祭

儀
に
習
合
し
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
江

陵
の
集
落
の
祭
か
ら
観
客
を
意
識
し
た
祭

に
発
展
し
た
と
き
に
、
は
な
や
か
な
楽
隊

の
演
奏
、
ム
ー
ダ
ン
の
唄
と
踊
り
に
よ
る

コ
ン
サ
ー
ト
が
整
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、
山
神
と
国
師

城
隍
神
に
対
し
て
の
祭
儀
と
し
て
は
、
供

え
物
を
調
え
て
祭
り
上
げ
、
祭
酒
を
献
じ
、

祝
文
で
人
々
の
意
思
を
申
し
上
げ
た
と
こ

ろ
で
、
目
的
は
達
成
さ
れ
る
か
ら
だ
。
堂

へ
の
神
降
ろ
し
で
あ
れ
ば
、
ム
ー
ダ
ン
の

唄
は
、
儒
教
的
祭
礼
の
前
に
プ
ロ
グ
ラ
ミ

ン
グ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
私
に
と
っ
て
は
じ
め
て
み
る
、
で
も
ど

こ
か
で
み
た
よ
う
な
気
が
す
る
体
験
の
な

か
で
、
小
休
止
が
と
ら
れ
た
。
市
民
は
国

師
城
隍
堂
の
な
か
で
、
神
に
願
い
を
捧
げ

る
。
二
人
の
ム
ー
ダ
ン
が
そ
れ
に
寄
り
添

い
、神
へ
の
願
い
を
伝
え
て
く
れ
る
。ム
ー

ダ
ン
が
典
具
帖
紙
の
よ
う
な
軽
い
透
き
通

る
よ
う
な
紙
を
蝋
燭
に
か
ざ
す
と
、
手
元

か
ら
浮
き
上
が
り
、
燃
え
か
す
も
残
さ
ず

ふ
わ
り
と
消
え
る
。
堂
の
中
で
現
地
の
方

の
は
か
ら
い
で
、
神
に
捧
げ
ら
れ
た
祭
酒

を
飲
ま
せ
て
も
ら
っ
た
。
日
本
で
浅
漬
け

の
も
と
と
言
う
名
前
で
売
ら
れ
て
い
る
液

体
と
か
な
り
近
い
に
お
い
が
し
た
。

　
堂
か
ら
出
る
と
、
市
民
は
め
い
め
い
レ

ジ
ャ
ー
シ
ー
ト
を
敷
い
て
、
餅
と
魚
（
鰺

か
）
の
干
物
を
食
べ
て
い
た
。
豊
作
祈
願

の
祭
で
あ
る
た
め
、
み
ん
な
で
分
け
合
っ

て
食
べ
る
こ
と
に
意
義
が
あ
る
ら
し
く
、

配
布
テ
ン
ト
に
も
う
残
り
が
な
い
こ
と
に

気
づ
い
た
人
た
ち
が
、
私
の
た
め
に
餅
と

干
物
を
分
け
て
く
れ
た
。
餅
は
そ
の
食
感

か
ら
、
米
の
粉
を
何
か
で
発
酵
さ
せ
て
蒸

し
た
も
の
に
思
わ
れ
た
。

　
私
の
見
た
二
〇
一
五
年
の
祭
礼
で
は
、

こ
の
あ
と
に
大
関
嶺
山
頂
付
近
か
ら
神
木

（
も
み
じ
）
を
伐
り
だ
し
、
人
々
は
こ
れ

に
群
が
る
よ
う
に
し
て
、
城
隍
堂
の
前
で

五
色
の
絹
布
（
イ
エ
ダ
ン
）
を
結
び
つ
け
、

め
い
め
い
の
名
前
と
願
い
事
を
書
き
付
け

て
い
た
。
こ
の
間
楽
隊
は
か
ま
び
す
し
い

ほ
ど
の
演
奏
を
し
つ
づ
け
、
華
や
か
な
衣

装
の
ム
ー
ダ
ン
集
団
は
花
笠
踊
り
の
よ
う

に
踊
り
歌
う
。
こ
れ
こ
そ
が
、
た
だ
の
木

写真 6　国師城隍堂のムーダンのクッ写真 7　蝋燭にかざした紙

写真 5　山神堂の祭官の儀礼
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が
神
木
に
な
る
た
め
に
必
要
な
手
順
で
あ

り
、
ム
ー
ダ
ン
集
団
の
宗
教
的
重
要
性
は

む
し
ろ
こ
の
シ
ー
ン
に
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
う
。

　
こ
の
神
木
は
、
あ
た
り
に
さ
ま
よ
う
霊

の
た
め
に
用
意
さ
れ
た
依
り
代
で
あ
る
ら

し
く
、
祭
の
一
行
は
、
堂
が
あ
る
北
腹
か

ら
歩
い
て
山
頂
を
越
え
、
歌
舞
音
曲
の
な

か
を
国
師
城
隍
神
の
位
牌
と
と
も
に
、
こ

の
神
木
を
担
い
で
練
り
歩
き
な
が
ら
南
麓

へ
下
山
し
た
。

　
こ
こ
か
ら
の
行
程
は
現
在
は
若
干

シ
ョ
ー
ト
カ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る
。
祭
官
と

ム
ー
ダ
ン
・
楽
人
の
一
行
は
ト
ラ
ッ
ク
に

乗
り
、
私
は
テ
レ
ビ
局
の
取
材
班
の
車
に

乗
せ
て
も
ら
っ
て
、
小
学
校
に
立
ち
寄
る
。

ビ
ビ
ン
パ
と
豆
腐
と
神
酒
（
こ
ん
ど
こ
そ

ア
ル
コ
ー
ル
で
あ
っ
た
）
が
振
る
舞
わ
れ
、

参
加
者
み
ん
な
が
飽
食
し
た
。
遠
来
の
私

に
は
瓶
ご
と
神
酒
が
渡
さ
れ
た
。

　
国
師
城
隍
神
が
国
師
女
城
隍
神
と
と
も

に
奉
安
さ
れ
る
こ
と
で
端
午
祭
の
前
祭
と

し
て
の
城
隍
祭
は
完
了
す
る
の
だ
が
、
江

陵
市
内
に
あ
る
国
師
女
城
隍
祠
ま
で
の

ル
ー
ト
上
に
は
、
現
在
二
箇
所
の
立
ち
寄

り
ス
ポ
ッ
ト
が
あ
る
。
そ
れ
が
邱
山
城
隍

堂
と
鶴
山
城
隍
堂
で
あ
る
。

　
邱
山
城
隍
堂
は
、
江
陵
市
内
か
ら
大
関

嶺
へ
向
か
う
古
道
沿
い
に
あ
り
、
い
わ
ば

街
道
沿
い
の
茶
店
か
宿
屋
の
よ
う
な
立
地

に
あ
る
。
こ
こ
の
城
隍
神
は
大
関
嶺
国
師

城
隍
神
の
息
子
で
あ
る
と
伝
え
る
。
こ
こ

で
梵
日
国
師
に
息
子
が
二
人
い
た
、
と
い

う
口
碑
に
な
ん
と
な
く
納
得
が
い
く
。
禅

僧
が
結
婚
し
て
息
子
が
二
人
と
い
う
説
明

を
そ
の
ま
ま
に
う
け
る
と
、
い
か
に
も
ち

ぐ
は
ぐ
な
こ
と
に
な
る
が
、
た
と
え
ば
日

本
で
見
慣
れ
た
風
景
で
言
え
ば
、
淀
川
の

渡
辺
津
か
ら
上
陸
し
て
熊
野
へ
と
参
詣

す
る
街
道
筋
に
は
、
た
く
さ
ん
の
休
憩

ス
ポ
ッ
ト
が
あ
り
、
そ
の
い
ち
い
ち
が
熊

野
の
御
子
神
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。
祭
礼
の
一
行
が
立
ち
寄
る
ス
ポ
ッ
ト

が
城
隍
神
の
御
子
神
と
い
う
位
置
づ
け
に

な
る
の
で
あ
る
。
邱
山
城
隍
堂
で
は
、
現

地
の
村
人
が
祭
官
を
務
め
、
ム
ー
ダ
ン
の

「
ク
ッ
」
だ
け
が
行
わ
れ
、
祝
文
は
読
み

上
げ
ら
れ
な
い
。
か
つ
て
こ
こ
が
、
祭
の

一
行
が
道
す
が
ら
休
憩
し
、
宿
泊
し
て
村

人
に
も
て
な
さ
れ
、「
ク
ッ
」
が
芸
能
と

し
て
披
露
さ
れ
る
場
で
あ
っ
た
こ
と
が
明

ら
か
で
あ
る
。

　
鶴
山
城
隍
堂
は
、
梵
日
国
師
の
故
郷
と

さ
れ
る
場
所
に
あ
ら
た
に
設
け
ら
れ
た
祭

場
で
あ
る
。
堂
は
な
く
、
石
積
み
の
囲
い

を
馬
蹄
形
に
作
り
、
祭
壇
が
設
け
ら
れ
て

い
る
。
供
物
に
は
果
物
類
の
ほ
か
、
豚

写真 8　神木と五色の絹布写真 9　神酒

写真 10　鶴山城隍堂のムーダンのクッ
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の
頭
が
鎮
座
し
て
い
た
。
現
地
の
村
人

達
が
順
々
に
祭
壇
に
礼
し
、
ム
ー
ダ
ン

の
「
ク
ッ
」
が
は
じ
ま
る
。
私
は
と
に
か

く
豚
の
頭
ば
か
り
に
目
が
い
き
、
体
は
ど

こ
へ
い
っ
た
ん
だ
ろ
う
か
と
か
、
思
っ
て

い
る
と
、
ム
ー
ダ
ン
が
豚
の
頭
を
も
ち
あ

げ
て
、
石
積
み
を
取
り
巻
く
よ
う
に
見
守

る
市
民
の
も
と
を
ま
わ
り
は
じ
め
た
。
そ

れ
ぞ
れ
が
身
を
乗
り
出
し
て
豚
の
口
に
紙

幣
を
挟
ん
で
い
た
。
こ
う
な
る
と
興
行
の

よ
う
で
も
あ
る
。
こ
の
鶴
山
で
の
行
事
は

一
九
九
九
年
に
始
め
ら
れ
た
こ
と
で
、
端

午
祭
で
語
り
継
が
れ
た
神
話
の
再
現
で
あ

る
と
聴
い
た
。

　
国
師
城
隍
神
と
国
師
女
城
隍
神
を
合
祀

（
ハ
プ
サ
）
す
る
儀
礼
は
、
冥
婚
と
似
た

要
素
が
あ
る
が
、
違
う
要
素
も
あ
る
よ
う

に
思
う
。
女
城
隍
神
は
聞
き
取
り
を
す
る

人
ご
と
に
違
っ
た
説
明
が
あ
り
、
鄭
氏
出

身
の
不
遇
な
る
女
性
と
い
う
と
こ
ろ
だ
け

が
一
致
す
る
。
神
と
し
て
祭
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
女
性
の
生
前
が
詳
し
く
わ
か
ら
な

い
の
は
よ
く
あ
る
こ
と
で
、
不
遇
な
る
出

来
事
か
ら
名
誉
を
挽
回
さ
れ
る
こ
と
じ
た

い
が
祭
り
上
げ
の
動
機
と
な
っ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。

　
ま
た
こ
の
合
祀
に
は
、
普
段
な
わ
ば
り

を
異
に
す
る
城
隍
神
同
士
を
協
力
さ
せ
安

定
し
た
状
態
を
つ
く
り
、
複
数
の
集
落
に

ま
た
が
る
大
き
な
祭
の
成
功
を
祈
願
す
る
、

と
い
う
機
能
を
も
た
せ
て
い
る
。
二
神
の

位
牌
を
な
ら
べ
て
奉
安
す
る
と
も
に
、
た

く
さ
ん
の
「
無
主
孤
魂
」
を
依
ら
せ
た
神

木
は
し
ず
か
に
そ
の
傍
ら
に
安
置
さ
れ
る
。

奉
安
祭
の
終
わ
り
は
い
た
っ
て
し
ず
か
で

あ
る
。
ム
ー
ダ
ン
集
団
は
五
色
の
上
衣
を

脱
い
だ
白
い
装
束
で
祭
官
た
ち
の
後
ろ
に

控
え
る
。
城
隍
祭
の
結
び
と
し
て
は
鎮
め

の
シ
ー
ン
で
あ
る
の
で
、
き
わ
め
て
ふ
さ

わ
し
い
演
出
で
は
あ
る
が
、
往
事
は
こ
こ

で
も
芸
能
が
披
露
さ
れ
て
い
た
と
聞
く
。

　
日
程
の
事
情
で
今
回
は
調
査
す
る
こ
と

が
か
な
わ
な
か
っ
た
が
、
端
午
祭
の
後
祭

で
は
、
無
事
に
祭
が
執
行
さ
れ
る
の
を
見

届
け
た
城
隍
二
神
を
送
り
出
す
送
神
祭
が

行
わ
れ
る
。
儒
教
式
の
儀
礼
の
あ
と
、
く

だ
ん
の
神
木
が
祭
堂
の
中
央
に
立
て
ら
れ
、

ム
ー
ダ
ン
が
国
師
城
隍
神
を
神
木
に
降
ろ

し
、
大
関
嶺
が
見
え
る
場
所
に
移
動
さ
せ

て
、
位
牌
や
装
飾
品
な
ど
と
と
も
に
燃
や

す
の
だ
と
い
う
。
江
陵
端
午
祭
は
城
隍
神

に
見
守
ら
れ
て
挙
行
さ
れ
、
城
隍
神
を
送

り
出
し
て
幕
を
閉
じ
る
の
で
あ
る
。

【
付
記
】

　
今
回
の
調
査
に
当
た
っ
て
は
、
資
料
提
供
・

現
地
随
行
・
通
訳
に
い
た
る
ま
で
韓
国
綜
合
芸

術
大
学
池
美
玲
氏
の
全
面
的
な
協
力
を
う
け
ま

し
た
。
ま
た
江
陵
端
午
祭
主
催
関
係
者
お
よ
び

江
陵
市
民
の
皆
様
に
は
、
大
変
お
世
話
に
な
り

ま
し
た
。
記
し
て
謝
意
を
申
し
上
げ
ま
す
。

＊
な
お
本
稿
は
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
る
研

究
「
日
本
に
お
け
る
仏
教
と
神
信
仰
の
融
合

に
関
す
る
総
合
的
研
究
―
ア
ジ
ア
と
の
比
較

の
視
座
か
ら
―
」（
基
盤
研
究
（
Ｂ
）、
課
題

番
号
二
六
二
八
四
〇
一
五
、
平
成
二
六
〜

二
八
年
度
）
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。


