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人
類
学
に
お
け
る
知
識
の
二
元
論
と
再

一
元
化

i

韓
国
朝
鮮
研
究
か
ら
の
理
論
的
鳥
瞰
ー

〈要
旨
〉

,
知
識
は

「文
化
」
の
問
題
と
し
て
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
き
、
今
後
ど
の
よ
う
に
扱

わ
れ
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。

古
典
的
な
研
究
に
お
い
て
人
類
学
は
、
「未
開
人
」
の
知
識
が
西
欧
的
な
合
理
性
に
基

づ
く
知
識
へ
と
進
化
す
る
前
段
階
に
あ
る
い
う
知
識
の
.一
元
論
を
論
じ
た
。
こ
の
一
元

論
が
わ
ず
か
な
先
見
的
論
考
や
構
造
機
能
主
義
に
お
い
て
批
判
さ
れ
始
め
、
知
識
に
対

す
る
人
類
学
の
基
本
的
森
見
解
の
主
流
は
、
文
化
相
対
主
義
の
蔓
延
の
中
で
、
科
学
知

識
と
民
俗
知
識
の
二
元
論
へ
移
行
し
た
。

こ
れ
以
降
の
多
く
の
人
類
学
者
に
と

っ
て
研
究
の
対
象
と
な
る
知
識
は
も
っ
ぱ
ら
民

俗
知
識
で
あ
り
、
民
俗
知
識
を
尊
重
す
る
社
会
的
な
風
潮
の
中
で
人
文
社
会
科
学
界
で

も
民
俗
知
識
の
研
究
が
礼
賛
さ
れ
て
い
、っ
た
。
他
方
で
科
学
知
識
の
研
究
は
、
S
T
S

の
発
達
に
支
え
ら
れ
て
脚
光
を
浴
び
て
い
る
が
、
人
類
学
界
に
お
い
て
は
長
く
に
わ
た

り
著
し
く
軽
視
さ
れ
て
き
た
。

近
年
に
は
、
こ
の
二
元
論
を
再

}
元
化
し
よ
ヶ
と
す
る
動
き
が
あ
る
。
こ
の
動
き
に

は
、
人
類
学
者
の
研
究
結
果
が
社
会
的
制
約
を
大
き
く
受
け
る

「虚
実
」
で
あ
り
な
が

太
田

心
平

ら
も
社
会
を
変
革
す
る
道
具
に
な
っ
て
き
た
こ
と
を
主
と
し
て
扱
う
も
の
と
、
社
会
の

一
般
大
衆
に
認
識
さ
れ
た
科
学
知
識
を
在
来
の
民
俗
科
学
と
区
別
せ
ず
に
研
究
対
象
へ

と
組
み
込
む
も
の
の
二
種
類
が
あ
る
。
本
稿
は
、
特
に
現
代
韓
国
と
植
民
地
期
朝
鮮
に

.つ
い
て
見
ら
れ
る
研
究
動
向
か
ら
、
特
に
後
者
の
動
き
が
こ
の
分
野
で
今
後
に
い
か
な

る
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
か
を
予
備
的
に
探
索
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

科
学
知
識
、
民
俗
知
識
、
民
衆
的
認
識
、
ポ

ス
ト

・
モ
ダ

ニ
ズ

ム
、
,

韓
国
朝
鮮
研
究
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「文
化
」
と
は
、
知
識
と
深
く
関
わ
り
あ

っ
た
も

の
で
あ
る
。
「文
化
」
を

「知
識
の
体
系
」
[内
Φ
Φの
ぎ
。q
一〇
お

"
嵩
]と
定
義
す
る
ま
で
行
か
ず
と
も
、
多
く

の
人
類
学
者
な
象
徴
や
意
味
が

「
文
化
」
を
構
造
的
に
構
成
す
る
重
要
な
要
素

だ
と
考
え
て
お
り
、
そ
の
要
素
は
ふ
つ
う
知
識
と
し
て
社
会
で
や
り
取
り
さ
れ

・

て
い
る
。
よ

っ
て
、
知
識
を
扱
う

と
い
う
こ
と
は
人
類
学
者
に
と

っ
て
不
可
避

な
作
業
と
な

っ
て
い
る
。

し
か
し
、
社
会
学
に
知
識
社
会
学
が
あ
る
の
に
対
し
、
人
類
学
に
は
知
識
人

類
学
と

い
う
下
位
範
疇
が
な
い
。
こ

の
こ
と
に
つ
い
て
ク
リ
ッ
ク
は
、
文
化
人

類
学
(以
下

「人
類
学
」
と
表
記
百

体
が
知
識
を
扱
う
学
問
で
あ
る
た
め
特
別
に

知
識
を
議
論
す
る
下
位
範
躊
を
作

る
必
要
な
ど
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
が
危
険
な

行
為
に
な
り
う
る
と
論
じ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
彼
は
、
個
別
の
知
識
を
離
れ
メ

タ
な
次
元
か
ら
知
識
と

い
う
も
の
そ
れ
自
体
の
問
題
を
考
え
直
す
こ
と
の
必
要

性
を
主
張
す
る

[9
凶爵

一り
。。卜。
飢
b。
。。
刈-b。
。。。。冒

本
稿
も
、
こ
の
点
で
ク
リ
ッ
ク
の

主
張
に
同
調
し
、
先
行
研
究
に
お

い
て
知
識
が

「文
化
」

の
問
題
と
し
て
ど
の

よ
う
に
扱
わ
れ
て
き
た
の
か
を
整
理
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
韓
国
朝
鮮
地

域
の
研
究
に
お
い
て
今
後
に
こ
の
分
野
が
ど
の
よ
う
な
可
能
性
を
持

っ
て
い
る

か
を
予
備
的
に
探
索
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
も
あ
る
(、)。
な
お
、
知
識
を
微
視

権
力
の
道
旦
ハと
看
取
す
る
フ

、ー
コ
ー
の
論
述
な
ど
、
よ
り
広
範
囲
な
社
会
科
学

の
諸
研
究
が
こ
の
分
野
の
先
行
研
究

に
お
い
て
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
る
こ

と
は
も
ち
ろ
ん
分
明
で
あ
る
が
、
既
に
多
《
の
レ
ビ

ュ
ー
や
概
説
書
が
出
て
.W

る
こ
れ
ら
の
議
論
は
本
稿
の
埒
外
と
す
る
。

本
稿
で
は
、
知
識
の
中
で
も
科
学
(的
)知
識
と
言
わ
れ
る
も
の
に
着
眼
す
る
。

詳
し
く
は
次
節
で
論
じ
る
が
、
人
類
学
に
お
い
て
知
識
が
論
じ
ら
れ
る
際
に
は

現
地
人
の
民
俗
知
識
と
西
欧
人
の
科
学
知
識
と
が
対
比
的
に
捉
え
ら
れ
、
民
俗

知
識
の
方
が
客
体
化
さ
れ
る
傾
向
が
強

い
。
本
稿
は
、
こ
の
傾
向
が
展
開
さ
れ

た
過
程
と
内
包
す
る
問
題
を
整
理
す
る
こ
と
が

一
つ
の
重
要
な
作
業
と
な
る
と

い
う
立
場
、
そ
し
て
そ
の
中
で
は
科
学
知
識
の
方
も
等
し
く
客
体
化
さ
れ
る
必

要
が
あ
る
と
い
う
立
場
で
書
か
れ
て
お
り
、
整
理
の
余
地
が
比
較
的
に
多
く
残

さ
れ
た
科
学
知
識
に
重
点
を
置
き
議
論
を
展
開
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

「科
学
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、

一
般
的
に
は
自
然
科
学
を
示
す

ニ
ュ
ア
ン
ス
が
強

い
。
.人
文
社
会
科
学
に
関
し
て
言
及
す
る
場
合
に
は

「学
問
」
・と
言
い
換
え
た

方
が
分
か
り
や
す

い
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
こ
の
こ
と
ば
を
よ
り

広
い
学
問
領
域
に
適
用
し
、
そ
れ
ら
の
全
体
を
扱
お
う
と
す
る
。

1

知
識
の
一
一元
論
の
展
開
一
野
生
の
思
考
と
具
体
の
科
学

人
類
学
は
、
「文
化
」
を
科
学
に
よ

っ
て
解
明
す
る
も
の
と
し
て
出
発
し
た
へ、)。

進
化
論
か
ら
影
響
を
受
け
た
タ
イ
ラ
ー
や
フ
レ
イ
ザ
ー
な
ど
草
創
期
の
人
類
学

者
た
ち
は
、
「未
開
人
」
が
依

っ
て
立
つ
呪
術
な
ど
の

「間
違

っ
た
考
え
方
」
が

西
欧
人
の

「合
理
的
な
科
学
」

へ
と
進
化
す
る
も
の
だ
と
考
え
た
。

つ
ま
り
こ

の
時
点
で
は
、
非
合
理
的
な
知
識
体
系
と
合
理
的
な
そ
れ
と
が

一
元
論
的
に
把

握
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
二
〇
世
紀
初
盤
に
レ
ヴ
ィ
目
ブ
リ

ュ
ー
ル
は
、
「未
開
人
」
が
前

面
に
押
し
出
す

「未
開
心
性
」
の
質
的

・
量
的
な
特
徴
を
ま
と
め
、
そ
れ
は
科

学
的
思
考
を
通
し
て

「文
明
人
」
が
も

の
ご
と
を
知
覚
す
る
場
合

の
認
識
様
式

と
は
違

っ
て
い
る
こ
と
を
論
じ
た
。
こ
の
主
張
が
エ
ヴ
ァ
ン
ス
日
プ
リ
チ
ャ
i

鈎

.



ド
や
ニ
ー
ダ
ム
の
共
感
を
呼
び
[吉

田

一
㊤
逡
]、
人
類
学
に
は
民
俗
知
識
と
科
学

知
識
と
で
も
呼
び
分
け
ら
れ
る
べ
き

二
元
論
が
根
付
い
て
き
た
(、v。

例
え
ば
ダ
グ
ラ
ス
の
場
合
は
、
未
開
人
の
汚
れ
と
タ
ブ
ー
の
概
念
の
説
明
を

文
明
人
の
衛
生
学
や
倫
理
学
や
美

学
で
解
釈
し
て
み
て
も
論
理
的
に

「説
明
不

十
分
」
だ

っ
た
り

「間
違

っ
て
い
る
」
結
果
し
か
導
き
出
せ
な

い
こ
と
を
例
証

し

つ
つ
、

一
次
資
料
に
寄
り
添
う

こ
と
を
通
し
て
、
人
々
を
支
配
す
る
構
造
的

概
念
に
そ
の
原
因
を
求
め
て
い
る

[U
o
二
αq
冨
ω
一㊤
①O
"
瓮
-α
。。
]
〔、)。
彼
女
は
ハ
中

心
的
な
事
例
と
し
た
ア
フ
リ
カ
の
汚
れ
や
タ
ブ
ー
の
分
析
を
現
代
の
文
明
化
社

会
に
も
敷
衍
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
お
り

[一)
O
¢
αq
一9
の
一
㊤QoO
…
凶×
]、
文
明
人
も

「未
開
心
性
」
を
持

っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
点
で
レ
ヴ
ィ
ーー
ブ

リ
ュ
ー
ル
と
立
場
を
同
じ
く
し
て
い
る
。
し
か
し
彼
女
も
ま
た
、
民
俗
知
識
と

科
学
知
識
が
別
の
体
系

で
あ
る
と

い
う
考
え
方
に
立

っ
て
、
こ
の
よ
う
な
旦
ハ体

的
な
事
例
を
実
践
的
に
描
写

・
分
析

・
解
釈
す
る
に
至
っ
て
い
る
。

こ
の
二
元
論
を
更
に
強
く
宣
言

し
た
の
が
、

冖
九
六
〇
年
に
公
刊
き
れ
た
レ

ヴ
ィ
ーー
ス
ト
ロ
ー
ス
の

「具
体
の
科
学
」
だ

っ
た
。
彼
は
、
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
ーー
プ
リ

チ
ャ
ー
ド
の

「妖
術
論
」
や
ユ
ベ
ー
ル
と
モ
ー
ス
の

「呪
術
の

一
般
理
論
の
素

描
」
を
引
き
な
が
ら
、
民
俗
知
識
と
本
稿
で
呼
ぶ
も
の
が

「科
学
と
い
う
別
の

体
系
と
は
独
立
し
て
い
る
」

こ
と
を
論
じ
た

[レ
ヴ
イ
闘
ス
ト
ロ
ー
ス

一
〇
刈
①
"

置
山
Q。]。
.そ
の
中
で
彼
は
、
民
俗
知
識
は

「限
度
の
あ
る
材
料
を
用
い
て
自
分

の
考

え
を
表
現
す
る
」
点
で

「ブ
リ
コ
ラ
ー
ジ

ュ
(器
用
仕
事
と

に
似
て
い
る
が
、

そ
の
点
を
差
し
引

い
て
考
え
れ
ば

「近
代
科
学
と
同
様
に
学
問
的
で
あ
る
」
と

す
る
。
彼
は
民
俗
知
識
と
科
学
知
識

の
こ
の
決
定
的
な
差
異
に
着
目
し
、
両
者

の
権
威
者
な

い
し
実
践
的
行
為
者
で
あ
る

「ブ
リ
コ
ル
ー
ル
(器
用
人
)」
と

「科

学
者
」

の
仕
事
ぶ
り
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
両
者
の
違
い
を
追
求
し
て
い

る

[レ
ヴ
ィ
ーー
ス
ト
ロ
ー
ス
一り
刈①
"
NbQ
ム
昌

文
化
相
対
主
義
が
台
頭
し
進
化
論
が
否
定
さ
れ
て
い
く
中
で
、
こ
の
よ
う
に

し
て
人
類
学
で
は
西
欧
の
合
理
的
な
思
考
と
科
学
的
な
知
識
が
相
対
化
さ
九
て

い
っ
た
。
文
化
相
対
主
義
は

「他
者
の
信
仰
と
実
践
は
そ
れ
が
属
す
る
特
定
の

文
化
の
観
点
か
ら
見
る
時
に
も

っ
と
も
理
解
さ
れ
や
す

い
と

い
う
観
念
」
口
8
-

〉
巳
興

一㊤
㊤
N
O。。]
で
あ

っ
た
が
、
こ
れ
は

「文
化
」
問
の
共
約
不
可
能
性
を
強

調
す
る
と
い
う
論
理
的
に
妥
当
な
結
果
を
生
ん
だ
だ
け
で
は
な
く
、
原
義
を
越

え
て
蔓
延
し
て
い
く
中
で
西
欧
く
ω非
西
欧
と
い
う
不
可
解
な
対
立
構
図
ま
で
を

も
作
り
上
げ
た

[6。
ロ
貯
o
一
㊤
㊤b。
"
Ob。
ふ
己
。
こ
れ
に
従
い
知
識
も
二
元
化
さ
れ
て

い
っ
た
と
言
え
る
。

2

民
俗
知
識
研
究
の
高
揚
"
解
釈
人
類
学
と
開
発
の
研
究

バ
ー
ン
ス
タ
イ
ン
は
、
未
開
社
会
に
関
し
ウ
ィ
ン
チ
が
発
表
し
た

一
九
六
四

年
の
論
考
を
例
に
、
相
対
主
義
が
客
観
主
義
と
の
均
衡
を
抜
け
出
し
て
単
独
で

脚
光
を
浴
び
、
「知
識
や
合
理
性
に
関
す
る
実
証
主
義
的
な
モ
デ
ル
を
攻
撃
す
る
」

と
い
う
形
で
表
出
し
た
こ
と
を
論
じ
つ
つ
、
知
識
の
二
元
化
に
関
す
る
人
文
社

会
科
学
界
の
歴
史
的
鳥
瞰
を
示
し
て
い
る

[バ
ー
ン
ス
タ
イ
ン

一り
り
Ω
罐
]。
彼

が
言
う
よ
う
に
、
知
識
の
二
元
論
は
合
理
性
に
対
す
る
攻
撃
と
し
て
具
現
化
さ

れ
て
ゆ
き
、
こ
れ
以
降
の
人
類
学
的
研
究
に
お

い
て
は
科
学
知
識
よ
り
民
俗
知

識
の
研
究
が
発
展
し
て
き
た
。
こ
の
発
展
を
先
導
し
た
諸
分
野
の
中
か
ら
、
特

.徴
的
な
二
つ
の
例
と
し
て
、
こ
こ
で
は
開
発
研
究
と
解
釈
人
類
学
の

マ
つ
わ
べ
」

人類学における知識の二元論と再一元化:韓国朝鮮研究からの理論的鳥瞰
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を
比
べ
て
み
る
。

学
界
で
高
ま

っ
て
い
た
文
化
相
対
主
義

へ
の
警
戒
意
識
を
批
判
し
た
ギ
ア
ツ

[(甲ΦΦ民
けN
一⑩貿
]
は
、
、入
類
学
者
が
社
会
の
メ
カ

ニ
ズ
ム
を
説
明
す
る
科
学
者
で

あ
る
よ
り
も
む
し
ろ
現
地
社
会
に
内
包
さ
れ
た
象
徴
的
意
味
を
解
釈
す
る
文
芸

家
で
あ
る
べ
き
だ
と
論
じ
つ
つ

口
8
->
2
興

お
O
S
㊤
。。
]、
「法
則
と

一
般
概
念

を
探
す
」
西
欧
合
理
主
義
と
現
地

の
知
識

の
解
釈
過
程
と
を
明
確
に
区
別
し

P
Φ<
二

㊤
り
曽

一〇
〇
山
8
]、
知
識
の
二
元
論
を
顕
著
に
踏
襲
し
て
い
っ
た
。
反
面

で
彼
は
ほ
ぼ
同
時
に
、、
「現
地
人
の
視
点
か
ら
」
も
の
を
見
る
こ
ど
を
人
類
学
者

の
課
題
と
し
て
い
る

[∩
}Φ①
『けN
一
㊤
Q◎
ω
"
α
O]
が
、
こ
こ
か
ら
導
か
れ
る
ギ
ア
ツ
の

立
場
は
、
人
類
学
の
研
究
対
象
が
た
だ
民
俗
知
識
の
み
に
あ
る
と
い
う
も
の
で
、

科
学
知
識
の
方
は
ほ
と
ん
ど
眼
中
に
置
か
な
い
と
い
う
も
の
だ

っ
た
〔,}。

一
方
で
開
発
研
究
も
ま
た
、
科
学
知
識
と
民
俗
知
識
の
二
元
論
を
論
じ
て
き

た
。
「科
学
は
現
代
に
生
き
る
人
間

の
想
像
力
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
た
が
、

そ
の
(中
略
)
一
つ
の
大
き
な
要
因
は
、
科
学
が
開
発
と
密
接
な
関
係
に
あ

っ
た
こ

と
で
あ
る
」
[≧
<
奚
①
ω
一〇
綜
"
N
卜。
巳

た
め
、
近
代
科
学
を
論
じ
る
こ
と
は
開
発

研
究
の
重
要
な

一
分
野
と
な

っ
た
。
し
か
し
そ
の
中
に
お
い
て
は
、
近
代
科
学

の
知
識
を
用

い
て
開
発
を
主
導
す

る
こ
と
が

「知
識

・
生
産
領
域
に
対
す
る
民

衆
の
権
利
を
奪
う
主
要
な
手
段
」
だ
と
蔑
ま
れ
、
「科
学
は
、
知
識
を
拡
大
す
る

手
穀
と
し
て
で
は
な
く
、
知

の
事
業

の
目
的
に
か
な
う
ま

っ
す
ぐ
で
狭

い
道
の

中
に
知
識
を
、
つ
ま
り
人
間
の
行

動
を
、
植
民
地
化
し
管
理
す
る
手
段
と
し
て

批
判
的
に
捉
え
ら
れ
る
べ
き
」
[〉
一く
9NΦ
ω
一〇
り
q
"
卜obQ
Φ
lbQω
O
]
だ
と
ま
で
言
わ
れ

る
よ
う
に
な

っ
た
。
こ
れ
を
立
証
す
る
か
の
よ
う
に
、
多
く
の
開
発
プ
ロ
ジ

ェ

ク
ト
に
関
す
る
研
究
が
科
学
知
識

の
不
完
全
さ
を
結
論
に
含
め
て
い
る

[Φ
×
・

ω
三
く
騨
一Φ
り
一"
国
筈
贄
O
ω
お
。。㎝
冒

こ
う
し
て
科
学
は
唯

一
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
は

な
く
な
り
、
民
俗
知
識
の
価
値
は
高
ま

っ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
科
学
知
識
に

よ
り
主
導
さ
れ
る

「上
か
ら
の
開
発
モ
デ
ル
」
の
代
案
と
し
て
、
「現
地
の
知
識

(ぎ
隻
αq
Φ
p
o
⊆
ω
ζ
o
≦
一Φ山
oq
Φと

や

「民
俗
知
識
(ま
貯
ざ

o≦
一Φ
住
αq
Φ〉」
を
キ
ー
ワ

ー
ド
と
し
、
現
地
人
を

「主
体
」
に
据
え
た

「
ア
ク
タ
ー

・
オ
リ
エ
ン
テ
ィ
ッ

ド

・
ア
プ
ロ
ー
チ
」
が
叫
ば
れ
る
に
至

っ
た

F
o
p

ひq
一㊤
潟
]。

こ
う
し
て
こ
れ
ら
の
二
分
野
は
民
俗
知
識
の
研
究
熱
を
高
め
る
の
に

一
役
か

っ
て
き
た
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
解
釈
人
類
学
と
開
発
研
究
の
展
開
過
程
に
は

相
当
部
分
で
共
通
点
が
あ
る
こ
と
と
な
る
。
逆
に
言
え
ば
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
二

分
野
を
含
む
社
会
科
学
全
体
が
相
互
作
用
し
あ

っ
て
知
識
の
二
元
論
を
ソ
フ
ィ

ス
テ
ィ
ケ
ー
ド
し
、
民
俗
知
識
の
研
究
を
重
ん
じ
て
き
た
結
果
が
、
現
在
の
状

況
な
の
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
、
「科
学
と
文
化
は
、
二
〇
世
紀
の
世
界
に
お
い

て
、
も

っ
と
も
大
き
な
力
で
世
界
を
支
配
し
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
説
明
し
、
そ

の
存
在
を
正
当
化
し
て
き
た
二
大
パ
ラ
ダ
イ
ム
だ
」
[宮
武

b。O
O
Ω
㊤
]
と
言
わ
れ

る
よ
う
に
、
民
俗
知
識
は
科
学
知
識
と
並
ぶ
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
ま
で
格
上
げ
さ
れ

た
。し

か
し
、
両
者
の
別
の
側
面
に
は
重
要
な
差
異
が
看
守
で
き
る
。
「
ロ
ー
カ

ル

・
ノ
レ
ッ
ジ
」
の

「厚
い
記
述
」
宀O
Φ
興
臼

一
〇
認
]
と

い
う
目
的
を
持

つ
ギ

ア
ツ
の
解
釈
人
類
学
が

「
そ
こ
に
あ
る
も
の
」
を
可
能
な
限
り
そ
の
ま
ま
描
写

し
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
、
「持
続
可
能
」
で
効
果
的
な
開
発
に
与
す
る
こ
と
を

目
指
す
開
発
研
究
は
違

っ
た
作
業
を
行
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
学
術
研
究
が
生
み

出
す
知
識
に
は

「理
解
の
た
め
の
知
識
」
と

「行
為
の
た
め
の
知
識
」
が
あ
る

が

F
8
0q
一Φ
⑩b。日
ω]、
開
発
研
究
は
開
発
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
を

つ
か
み
問
題
を
明

36
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確
に
す
る
た
め
に
調
査
を
単
純
化
し
凝
縮
し

[い
8
mq
一
㊤㊤
b。
"
呂
、
「行
為
の
た
め

の
知
識
」
を
生
産
す
る
こ
と
に
よ
り
多
く
の
神
経
を
使
う
分
野
で
あ
る
。
こ
の

学
術
研
究
の
二
種
類
の
作
業
は

「描
写
的

(号
ω
。二
9

<
Φ)」
説
明
と

「処
方
的

(U
N
Φoo
O「
ごUけ一く
Φ)」
説
明
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
が
、
問
題
を
理
解
す
る
た
め
の

綿
密
な

「描
写
的
」
説
明
よ
り
も
早
く
実
利
に
結
び
付
く

「処
方
的
」
説

明
の

方
が
開
発
政
策
の
意
志
決
定
過
程
に
お
い
て
歓
迎
さ
れ
る

[〉
ロ
鴎
o
巷
Φ
一り
O
弓

つ
ま
り
民
俗
知
識
研
究
は
、
社
会
状
況
に
つ
い
て
の
あ
り
の
ま
ま
の
描
写
と

有
用
的
な
処
方
と
い
う
、
ま

っ
た
く
正
反
対
の
性
質
を
持

つ
研
究
動
向
の
不
思

議
な
結
託
に
よ
り
高
揚
し
て
き
た
部
分
が
あ

っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

3

科
学
の
民
族
誌
の
登
場
"
西
欧
的
合
理
主
義
の
野
蛮
さ

一
方
、
唯

一
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
は
な
く
な

っ
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
時
に
逆

差
別
の
対
象
と
し
て
軽
視
さ
れ
始
め
た
科
学
知
識
は
、
そ
の

「野
蛮
さ
」
が

「発
見
」
.さ
れ
た
お
陰
で
、
む
し

ろ
特
殊
な
研
究
分
野
に
拾
わ
れ
て
い
っ
た
。

「S
T
S

(OQ
9
Φ
5
8
℃
日
Φ
o喜

o
一〇
靆

碧
住
ω
o
o一①昌
)」
と
呼
ば
れ
る
研
究
分
野
で

あ
る
。
人
類
学
者
は

「「未
開
入
」

の
推
論
は
研
究
す
る
が
、
現
代
人
の
知
識
を

扱
う
者
は
ほ
と
ん
ど

い
な
い
」
た
め
、
S
T
S
の
申
に
ほ
と
ん
ど

い
な
い
と
さ

れ
て
い
る

[ラ
ト
ゥ
ー
ル

一㊤
Φ
㊤
"
N。。]。
だ
が
、
科
学
者
や
技
術
者
の
跡
を
追

っ

て
彼
(女
)ら
の
活
動
を
記
述
す
る
作
業
は

「民
族
誌
的
」
だ
と
受
け
止
め
ら
れ
る

・
こ
と
が
あ
る
た
め
、
S
T
S
の
研
究

成
果
は
時
ど
き

「科
学
の
民
族
誌
」
と
呼

ば
れ
て
い
る
。
本
節
で
は
、
人
類
学

の
本
流
で
あ
る
民
俗
知
識
の
研
究
か
ら
離

れ
、
二
元
化
さ
れ
た
も
う

一
方
の
知

識
の
研
究
動
向
に
若
干
な
が
ら
触
れ
て
お

く
。
本
筋
の
論
旨
か
ら
少
し
逸
れ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な

い
が
、

こ
れ
は
次
節
で
示
す
新
し
い
動
き
を
説
明
、す
る
た
め
の
必
要
な
前
提
だ
か
ら
で

あ
る
。

例
え
ば
ラ
ト
ゥ
ー
ル
の
場
合
、
S
T
S
に
お
け
る
彼
の
仕
事
は
科
学

の

「ブ

ラ
ッ
ク

・
ボ
ッ
ク
ス
」
を
開
け
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
。
科
学
知
識
や
技
術
の

創
造
に
は
論
争
的
な
歴
史

・
複
雑
な
内
部

・
商
業
性

・
人
脈
な
ど
の
非
合
理
的

な
部
分
が
深
く
関
与
す
る
が
、
科
学
知
識
や
技
術
が
創
造
さ
れ
た
後
に
は
原
因

と
結
果
の
み
が
重
視
き
れ
る
の
で
、
そ
れ
ら
非
合
理
的
な
部
分
は
知
ら
れ
も
せ

ず
、
言
わ
ば

「ブ
ラ
ッ
ク

・
ボ
ッ
ク
ス
」
の
中
に
封
じ
込
め
ら
れ
る

[ラ
ト
ゥ
ー

ル
.一8
0
".や
G町
]。
彼
は
そ
の
考
え
に
基
づ
い
て
、
例
え
ば
D
N
A
の
二
重
ら
せ
ん

構
造
が
発
見
さ
れ
た
過
程
が
、.
(社
会
文
化
的
な
Y
法
則
と
彼
が
呼
ぶ
も
の
に
支

・
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
惹
。

こ
の
よ
う
に
、
科
学
知
識
す
ら
も
社
会
集
団
間
の
対
立
と
交
渉
の
結
果
と
し

て
社
会
的
に
構
成
さ
れ
る
も
の

[ク
ー
ン

一
〇刈
巳
で
あ
り
、、

そ
の
点
で
は
民
俗
知

識
と
決
定
的
な
違
い
は
な
い
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
科
学
の
民
族
誌
は
、

(多
少
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
な
)
衝
撃
を
社
会
に
も
た
ら
す
こ
と
で
、
こ
の
考
え
方

の
拡
大
に
大
き
く
寄
与
し
た
。
し
か
し
そ
の
反
面
で
、
自
然
科
学
に
対
す
る
人

文
社
会
科
学
の
介
入
に
対
し
て
は
、
「制
度
化
さ
れ
た
科
学
や
テ
ク
ノ
げ
ジ
ー
へ

の
参
与
は
、
異
な

っ
た
世
界

へ
の
想
像
力
や
批
判
精
神
を
、
制
約
し
て
し
ま
う

可
能
性
が
あ
る
」
.と
か
、
「科
学
や
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
、
あ
る
い
は
人
類
学
を
受
け

入
れ
る
べ
き
か
ど
う
か
が
問
題
に
な

っ
た
場
合
の
よ
う
に
、
内
部
矛
盾
を
増
大

さ
せ
る
可
能
性
が
あ
る
」
[宮
武

N
OO
O
"
一
㊤。。]
と

い
う
批
判

[U
o
≦
臥
Φ《
簿

p。
ピ

一㊤
Φ
巴

が
浴
び
せ
ら
れ
た
り
、
人
文
社
会
科
学
に
対
す
る
自
然
科
学
の
介
入
に
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対
し
て
は
、
も

っ
と
単
純
に

「
ラ
ブ
レ
タ
ー
の
文
法
の
閣
違
い
を
直
す
無
粋
な

科
学
者
先
生
」
と

い
う
批
判

[ソ
ー
カ
ル
&
ブ
リ
ク
モ
ン
N
OO
Ω
〈
]
が
寄
せ
ら
れ

た
り
も
し
て
も

い
る
。
特
に
、
ア
メ
リ
カ
の
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル

・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ

誌
に
ナ
ン
セ
ン
ス
な
パ
ロ
デ
ィ
i
論
文

[ω
o惹
=
り
㊤
曾
]
を
投
稿
し
掲
載
さ
せ
た

こ
と
で
こ
の
分
野
の
研
究
者
た
ち
が
テ
キ
ス
ト
の
作
成

・・
読
解

・
引
用
に
お
い

て
ロ
ー

・
レ
ベ
ル
で
あ
る
こ
と
を

「実
証
」
し
た
物
理
学
者
ソ
ー
カ
ル
の

「悪

戯
」
(、
)
に
よ
り
、
こ
の
よ
う
な
批
判
が
盛
ん
に
横
行
す
る
こ
と
と
な
り
、
「サ

イ

エ
ン
ス

・
ウ
ォ
ー
ズ
」
と
呼

ば
れ
る
事
態
が
発
生
し
た

[金
森

一
㊤
O
。。
飢

一
㊤
O
O。
げ
]。

こ

の
事
態

は
人
類

学

的
研
究

に
も
波
紋

を
及
ぼ
し

て

い
る

[「
ε
ぎ

⊆
蕁

一
Φ㊤
。。
"
冠
Φヨ

お
㊤
㊤
"
勾
巳
一興

一
〇⑩
㊤]
が
、
そ
の
実
情
に
は
、
誤
解

が
敵
意
を
生
み
、
厚
意
が
反
撃
を
呼
ん
で
い
る
点
も
多
く
見
ら
れ
る

[
ソ
ー
カ

ル
&
ブ
リ
ク
モ
ン

トσ
8
Ω
〈
-葵
躍
男

科
学
の
民
族
誌
に
は
、
「純
粋
な
科
学
」
は
あ
る
か
と
い
う
大
命
題
が
掛
け
ら

れ
て
も

い
る
。
「ブ
ラ
ッ
ク

・
ボ
ッ
ク
ス
」
を
開
く
作
業
に
せ
よ
、
「
ラ
ブ
レ
タ

ー
の
文
法
の
間
違

い
を
直
す
」
作
業
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
の
作
業
は
、.、「サ
イ
エ
ン

ス

・
ウ
ォ
ー
ズ
」
と
い
う

「文
化
」
を
作

っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
と
も
考
え
ら

れ
ハ
D
N
A
の
二
重
ら
せ
ん
構
造

の
発
見
過
程
よ
り
優
る
点
な
ど
持
ち
得
な

い

の
か
も
し
れ
な
い
。
「科
学
者
の
科
学
」
は
、

一
つ
の

「文
化
シ
ス
テ
ム
」
と
な

り
、
科
学
界
と

い
う

「
現
地
」
に
お
け
る

「
ロ
ー
カ
ル

・
ノ
レ
ッ
ジ
」
と
見
る
.

こ
と
も
可
能
と
な

っ
て
い
る
。
あ

る
い
な
、
当

の
科
学
者
に
と

つ
て
さ
え
専
攻

外
の
学
問
領
域
が
、
異
質
な
別
世
界
と
し
て
、
理
解
す
べ
き
客
体
と
な
る
よ
う

に
な

っ
て
い
る

冐
Φ冥
Φ
目
N
O
臼
"
。。
O
◎。
圉

こ
・つ
い
う
状
況
を
呈
す
る
限
り
、
科
学

は
解
釈
人
類
学
に
取
り
込
み
う
る
だ
ろ
う
と
、
近
年
の
ギ
ア
ツ
は
考
え
て
い
る

「

と

い
う

[Ω
Φ
奠
9

N
O
O
O
"
×
邑
。

4

主
客

=
兀
論
の
可
能
性
…
韓
国
朝
鮮
研
究

の
事
例
か
ら

こ
こ
ま
で
で
は
、
民
俗
知
識
と
科
学
知
識
が
二
元
化
さ
れ
て
き
た
過
程
を
整
、

理
し
、
そ
の
両
者
が
別
々
の
場
で
別
々
の
人
々
に
よ

っ
て
探
求
さ
れ
て
き
た
こ

と
を
示
し
て
き
た
。
同
時
に
、
こ
れ
ら
の
過
程
や
探
求
が
、
合
理
的
で
は
な

い

と
い
う
意
味
で
偶
発
的
な
側
面
を
持

っ
て
い
た
こ
之
も
指
摘
で
き
た
。
と
い
う

の
も
、
二
元
化
の
過
程
は
、
文
化
進
化
論
か
ら
構
造
機
能
主
義
の
人
類
学

へ
の

移
行
や
文
化
相
対
主
義
の
蔓
延
と
い
う
、
ま

っ
た
く
別
の
諸
問
題
に
導
か
れ
て

い
た
部
分
が
あ

っ
た
。
民
俗
知
識
研
究
は
、
社
会
状
況
に
つ
い
て
の
あ
り
の
ま

ま

の
描
写
と
有
用
的
な
処
方
と
い
う
、
ま

っ
た
く
正
反
対
の
性
質
を
持

つ
研
究

動
向
の
不
可
思
議
な
結
託
に
よ
り
高
揚
し
て
い
る
部
分
が
あ

っ
た
。
科
学
の
民

族
誌
は
、
サ
イ
エ
ン
ス

・
ウ
ォ
ー
ズ
に
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
る
部
分
が
あ

っ
た
。

本
節
で
は
、
知
識
と

い
う
も
の
を

=
兀
論

へ
と
回
帰
さ
せ
る
可
能
性
に
つ
い

て
論
じ

つ
つ
、
韓
国
朝
鮮
地
域
の
研
究
動
向
の

一
部
を
具
体
的
な
例
と
し
て
整

理
す
る
。
こ
こ
で
紹
介
す
る
諸
研
究
も
、
知
識
の
二
元
論
が
た
ど

っ
て
き
た
よ

う
な
偶
発
性
と
無
関
係
だ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
言
え
な
い
。
だ
が
、
知
識
の
二
元

論
が
人
類
学
に
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
、
こ
れ
ら
は
実
践
的
に

訴
え
か
け
て
い
る
。
し
か
も
こ
れ
ら
が
知
識
を

一
元
論

へ
回
帰
さ
せ
る
上
で
取

る
方
法
は
、
上
で
紹
介
し
た
ギ
ア
ツ
の
そ
れ
と
は
別
の
も
の
と
な

っ
て
い
る
。

科
学

の
民
族
誌
は
、
人
類
学
史
と
い
う
分
野
を
媒
介
と
し
て
人
類
学
分
野
に

お
け
る
諸
研
究
に
ゐ
広
く
登
場
し
て
い
る
。
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
や
イ
ン
ゴ
ー
ル
ド
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ら
の
人
類
学
史
研
究
に
つ
い
て
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
過
去
の
人
類
学
者
が
論

争
し
主
張
し
記
述
し
た
こ
と
の

「
ブ
ラ
ッ
ク

・
ボ

ッ
ク
ス
」
を
開
こ
う
と
す
る

作
業
も
、

一
部
の
人
類
学
者

の
主
た
る
研
究
課
題
と
な

っ
て
既
に
久
し
い
へ,
)。

ま
た
、
「文
化
」
が
ア

・
プ
リ
オ
リ
と
し
て
存
在
す
る
も
の
で
は
.な
く
、
そ
れ
を

書
く
側
の
姿
勢
や
テ
キ
ス
ト
戦
略

に
よ
り
違

っ
た
顔
を
見
せ
る
と
い
う
考
え
方

が
主
流
を
占
め
る
よ
う
に
な
り
、
、民
族
誌
の
登
場
人
物
と
し
て
現
地
に
隠
れ
て

い
た
も
う

一
人
の
登
場
人
物
、
す
な
わ
ち
調
査
者
が
話
の
前
提
に
引
き
出
さ
れ

る
こ
と
も
多
く
な
っ
た
(,)。

ポ
ス
ト

・
モ
ダ
ン
の
研
究
姿
勢
は
、
多
様
な
分
野
で
知
識
を
再
び

一
元
化
し

よ
う
と

い
う
時
代
的
潮
流
を
起
こ
し
て
き
た
。
現
象
に
は
研
究
対
象
だ
け
で
は

な
く
研
究
者
自
身
が
影
響
を
及
破
し

て
い
る
と

い
う
考
え
方
が
登
場
し
て
き
た
。

例
え
ば
日
本
の
霊
長
類
学
者
や
動
物
行
動
学
者
た
ち
は
、
サ
ル
の
個
体

一
匹

一

匹
に
人
間
と
同
じ
名
称
を
与
え

て
サ
ル
と
人
間
を

一
元
化
し
つ
つ
、
サ
ル
社
会

馳に
参
与
し
て
い
く
自
ら
を
意
識
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
革
新
的
な
成
果
を
挙
げ
た
、

と
評
価
さ
れ
始
め
た
。
物
理
学
者
は
、
原
子
や
素
粒
子
を
観
察
す
る
際
に
研
究

者
と
研
究
対
象
と
が
互
い
に
何
ら
か
の
相
互
作
用
を
行

っ
て
い
る
と

い
う
指
摘

を
行

っ
た

[寺
元

卜。
O
O
一"
一。。-一㊤圉

こ
れ
ら
の
考
え
方
の
共
通
点
は
、
研
究
の
主

体
た
る
科
学
者
と
客
体
た
る
対
象
と

を
同
じ
地
平
の
上
に
扱

い
、
同
時
に
、
研

究
成
果
を
分
析
し
科
学
知
識
を
生
成
す
る
主
体
に
過
ぎ
な
か

っ
た
科
学
者
た
ち

が
研
究
の
客
体
に
影
響
す
る
フ
ァ
ク
タ
ー
で
あ
る
こ
と
を
意
識
す
る
、

つ
ま
り

科
学
の
主
客
同

一
化
を
志
向
す
る
点
に
あ
る
。

科
学
知
識
の
生
成
の
主
体
と
客
体
を
め
ぐ
る
こ
の
よ
う
な
新
し
い
主
客

=
兀

論
の
台
頭
は
、
前
後
し
て
蔓
延
し
た
ポ
ス
ト

・
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
も
同
調
し
、
直

接
的
な
い
し
間
接
的
に
人
類
学
分
野
の
研
究
者
た
ち
の
考
え
方
に
影
響
を
も
た

ら
し
た
。
あ
る
い
は
、
同
様
な
知
の
歴
史
的
背
景
を
持

つ
読
者
た
ち
に
反
映
し
、

無
意
識
的
に
し
ろ
知
識
の
主
客
同

一
化
を
図
ろ
う
と
す
る
研
究
者
や
そ
の
研
究

成
果
へ
の
評
価
を
高
め
た
。
そ
し
て
、
相
互
に
正
反
赴
の
方
向
性
を
持

つ
二
つ

の
動
き
が
登
場
す
る
。
こ
れ
ら
は
、
知
識

の
二
元
論
を
超
え
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
点
に
お
い
て
共
通
し
た
背
景
か
ら
出
発
し
て
い
る
と
も
言
え
る
が
、
根

本
的
な
思
考
様
式
と
し
て
は
ま

っ
た
く
反
対
の
結
果
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。

d

人
類
学

に
お
け
る
知
識

の
再

一
一兀
化

(
こ

へ

第

一
の
動
き
は
、
学
者
た
ち
が
行
う
人
類
学
的
研
究
が
、
特
定
の
政
府
の
利

権
や
政
策
に
反
映
さ
れ
、
そ
の
社
会
を
上
か
ら
変
え
て
い
く
こ
と
を
論
じ
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
開
発
研
究
が
批
判
す
る

「
上
か
ら
の
欄
発

モ
デ
ル
」
が
実
社
会
で
は
数
多
く
行
わ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
前
提
に
な
り
、

そ
の
政
策
に
人
類
学
的
な
調
査
や
報
告
や
提
案
が
ど
の
よ
う
に
連
関
し
て
い
る

か
が
明
ら
か
に
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る

[Φ×
●
9

8
貯
一㊤
。。b。げ
冒

こ
れ
は
、
科
学

の
民
族
誌
と
は
違
い
、
人
類
学
者
が
自
ら
の
研
究
対
象
に
働
き
か
け
、
時
に
は

彼
(女
)ら
の

「文
化
」
を
想
像
七
、
創
り
出
す
ま
で
に
至
る
こ
と
を
指
摘
す
る
も

の
で
あ
る
。

こ
の
動
き
は
特
に
植
民
地
研
究
で
顕
著
だ
。
植
民
地
の
統
治
と
経
営
に
は
宗

主
国
に
よ
る
多
様
な
政
策
が
必
要
と
な
る
が
、
人
類
学
は
そ
こ
に
寄
与
す
る
も

の
と
し
て
宗
王
国
側
に
歓
迎
さ
れ
た
(,v。
そ
の
実
体
を
暴
く
と

い
う
こ
と
が

一

九
六
〇
年
代
後
半
か
ら

「人
類
学
を
め
ぐ
る
問
題
提
起
」
と
い
う
形
で
活
発
に

行
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た

[宀呂
治

一㊤刈
①
".bo刈
O]
こ
と
で
、
植
民
地
期
の
人
類
学
的
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研
究
は

「純
粋
な
科
学
」
の
楽
園
か
ら
追
放
さ
れ
た
。
こ
の
後
に
人
類
学
は
植

民
地
状
況
を
研
究
す
る
の
で
は
な
く
植
民
地
状
況
を
作
り
出
す
も
の
[森

一8
㎝
]

と
し
て
も
研
究
の
対
象
と
な
り
、
科
学
知
識
の
主
客
の
壁
は
崩
さ
れ
る
こ
と
と

な

っ
た
。

こ
の
動
き
に
同
調
す
る
研
究
例
に
つ
い
て
更
に
地
域
と

い
う
限
定
を
設
け
て

具
体
的
に
示
す
な
ら
、
植
民
地
期
朝
鮮
の
研
究
に
お
い
て
は
、
過
去
の
人
類
学

者
の
活
動
を
人
類
学

の
研
究
対
象

に
す
る
と
い
う
傾
向
が
近
年
に
特
に
活
発
化

し
て
い
る
。
他
分
野
の
研
究
者
た
ち
が
日
本
の
植
民
地
を
扱
う
研
究

[①〆

駒
込

一
⑩
Φ9
小
熊

一Φ
㊤○。
"
中
生

編

N
O8
]
に
よ
り
高

い
評
価
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
、

韓
国
朝
鮮
研
究
者
に
も
刺
激
を
与
烹
て
い
る
。
民
俗
研
究
を
人
類
学
す
る
と
い

う
課
題
に
取
り
組
む
南
根
祐
や
林
慶
澤
や
崔
吉
城
は
、
秋
葉
隆

[崔

卜。O
OO
]
・
今

村
鞆
[南

b。
O
臼
"
林
慶
澤

b。O
O
b。
]
・
村
山
智
順

[南

b。O
O
巳

・
宋
錫
夏

[南
根
祐

卜。O
O
N
]
・
崔
南
善

[南

N
O
O
ω
]と
、層
後
日
の
民
俗
学
と
人
類
学
に
影
響
を
与
え
た

民
俗
研
究
家
た
ち
の
研
究
活
動
の
秘
話
と

「ブ
ラ
ッ
ク

・
ボ
ッ
ク
ス
」
を
紐
解

き

つ
つ
、
彼
ら
の
研
究
が
時
代
的
背
景
や
政
治
的
圧
力
に
よ

っ
て
作
ら
れ
て
き

た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
金
容
徳
や
全
京
秀
は
、
嘲
鮮
お
よ
び
東
北
ア
ジ
ア
の
研

究
の
本
拠
地
と
し
て
の
役
割
を
担

っ
た
京
城
帝
国
大
学
の
存
在
や
、
そ
こ
に
勤

務
し
た
学
者
た
ち

の
朝
鮮
総
督
府

の
職
員
と
し
て
の
立
場
に
つ
い
て
の
研
究
を

続
け
て
い
る
[金
容
徳

卜⊃
O
ON

全

N
O
O
ω
]。
同
じ
く
全
や
崔
錫
榮
は
、
も
う

一
つ

の
学
術
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
博
物
館

の
存
在
に
注
目
し
、
朝
鮮
総
督
府
博
物
館

を
中
心
に
日
本
の
文
化
政
策
に
お

い
て
そ
れ
が
担

っ
た
役
割
を
暴
く
作
業
を
行

っ
て
い
る

[全

一Φ
Φ
り
…崔
錫
榮

NO
O
一]〔m
>。
話
の
主
人
公
た
る
科
学
者
の
権
威
は
、

こ
の
分
野
の
研
究
者
た
ち
に
は
通
用
し
な

い
。
科
学
者
は
、
む
し
ろ
社
会
の

一

員
と
し
て
、
時
に
は
著
し
く
他
者
化
さ
れ
、
記
述
さ
れ
る
。

翻

人
類
学
に
お
け
る
知
識
の
再

=
兀
化

(
二
)
.

植
民
地
研
究
に
お
け
る
以
上
の
動
き
を

「過
去
の
人
類
学
的
研
究
を
歴
史
化

す
る
方
向
」
を
持
つ
も
の
と
表
現
す
る
な
ら
、
植
民
地
研
究
に
は
も
う

一
つ
、

「調
査
対
象
の
植
民
地
経
験
を
民
族
誌
の
主
題
に
す
る
方
向
」
を
有
し
丶
植
民
地

や
元
植
民
地
で
発
生
し
た

一
般
的
に
非
合
理
な
文
化
現
象
を
植
民
地
状
況
に
位

置
づ
け
、
植
民
地
化
さ
れ
元
人
び
と
の

「主
体
」
的
な
抵
抗
の
形
態
で
あ
る
と

見
な
す
ジ
ャ
ン
ル
が
あ
る

[栗
本
.・
井
野
瀬

一〇
〇
〇
口
O
]。
こ
の
植
民
地
研
究
の

二
つ
目
の
方
向
と
同
じ
く
、
科
学
知
識
の
主
客
同

一
化
に
関
し
て
も
、

一
般
の

人
々
が
持
つ
科
学
知
識
を
題
材
と
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
あ
る
。

話
は
前
後
す
る
が
、
民
俗
知
識
の
研
究
に
は
知
識
そ
の
も

の
を
論
じ
た
研
究

も
少
数
な
が
ら
あ
る
。
ク
リ

ッ
ク
と
同
じ
く

「知
識
人
類
学
」
と
い
う
こ
と
ば

を
使
う
バ
ー
ス
は
、
東
南
ア
ジ
ア
と
メ
ラ
ネ
シ
ア
に
お
け
る

「伝
統
」
的
な
師

弟
関
係
を
そ
の
間
で
や
り
取
り
さ
れ
る
知
識
と
関
連
づ
け
て
描
写
し
、
そ
れ
が

「文
化
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
形
成
に
果
た
す
役
割
を
論
じ
て
い
る

[じd
母
爵

一
〇。。㊤
]。
同
じ
く

「知
識
人
類
学
」
と
い
う
こ
と
ば
を
使
う
渡
邊
[渡
邊

一
㊤
㊤
O
]

は
、
沖
縄
に
お
け
る
民
俗
知
識
の
社
会
的
配
分
状
況
に
着
目
し
、
全
て
を
知

っ

て
い
る
(
「全
知
」
)
・
部
分
し
か
知
ら
な
い
(
「部
知
」
)
・
ま

っ
た
く
知
ら
な
、い

(
「無
知
」
)
・
間
違

っ
て
知

っ
て
い
る
(
「偽
知
」
)と

い
う
知
識
の
成
層
性
と
、

「偽
知
」
が

「全
知
」
に
変
化
す
る
過
程
が
あ
り
う
る
こ
と
を
論
じ
る

[渡
邊

一㊤。。①
冒

渡
邊
は
こ
こ
で
人
々
が
持

つ
知
識
が
互
い
に
矛
盾
す
る
こ
と
が
あ
り
え

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
小
田
は
こ
こ
か
ら
更
に
知
識
が

「全
知
」
と
し
て

40
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正
当
化
さ
れ
る
過
程
に
つ
い
て
渡
邊
と
は
異
な
る
論
考
を
行

っ
.て
い
る

[小
田

一㊤
。。
嶋

.中
川
は
、
伝
え
れ
ば
知
識

の
所
有
権
が
伝
え
ら
れ
た
者

へ
移
行
す
る
と

い
う
特
殊
な
状
況
と
そ
こ
で
取
引
さ
れ
る
民
俗
知
識
を
紹
介
し
、
そ
れ
を
人
類

学
に
お
け
る
交
換
や
贈
与
の
問
題
と
し
て
解
釈
す
る
可
能
性
を
示
し
て
い
る

[中

川

一
り。。
㊤]。
、こ
れ
ら
は
、
知
識
を
持

つ
者
が
社
会
に
対
し
て
有
す
る
権
威
や
正

統
性
を
主
題
に
す
る
と

い
う
特
徴

で
括
る
こ
と
が
出
来
る
へ、)。
-こ
れ
ら
の
研
究

が
扱
う
知
識
は
、
権
威
と
正
統
性

が
顕
著
に
介
在
す
る
点
で
、
人
類
学
に
お
い

て

「常
識
」
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
も

の
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
研
究
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
民
俗
知
識
と
同
様
に
、
科
学
知
識
も
社

会
に
お
い
て
権
威
や
正
統
性
を
人

々
に
付
与
す
る
性
質
を
持

っ
て
い
る
。
し
か

も
、
二
〇
世
紀
に
は
科
学
の
社
会

に
対
す
る
イ
ン
パ
ク
ト
は
加
速
度
的
に
増
大

し

[村
上

b。
O
Ob。
"
b。緕
]、
社
会
に
は

「科
学
技
術
主
義
と
で
も

い
う
べ
き

一
種
の

イ
デ
オ

ロ
ギ
i
」
が
広
が

っ
た
。
そ
し
て
こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
上
で
見
た

「御
用
学
者
」
の
存
在
と
が
、
互
い
に

「生
み
出
し
正
当
化
す
る
」
と
い
う
関
係

を
維
持
し
つ
つ
、
科
学
者
の
権
威
を

一
般
大
衆
に
浸
透
さ
せ
て
き
た

[広
重

・
伊

藤

b。
OO
b。
"
b。
①
O
]。
よ

っ
て
科
学
者

や
技
術
者
や
知
識
人
た
ち
が
、

一
般
大
衆
の

「師
」
や

「全
知
」

の
所
在
と
な
る
こ
と
が
増

え
て
き
た
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
科
学
者
の
科
学
と

一
般

人
の
科
学
に
は
、
た
と
え
出
所
が
同
じ
で

あ

ρ
て
も
大
き
な
違

い
が
あ
る
こ
と

が
多

い
。
科
学
知
識
が
印
刷
さ
れ
た
テ
キ

ス
ト
に
よ

っ
て
媒
介
さ
れ
る
場
合
に
は
、
「民
衆
的
読
み
方
」
が
深
く
介
入
し
て
、

著
者
の
意
図
が
歪
曲
さ
れ
る
こ
と
が
多
い

[0
9
長

臼

一㊤
。。
O"
一①
巳

か
ら
で
あ

る
。
し
か
し
こ
の

「
民
衆
的
読
み
方
」
は
、
科
学
者
同
士
の
問
に
も
看
守
で
き

る

[日
Φ
霞
Φ
一茜
O
臼
"
。。
一
一冒

ま
た
こ
の
こ
と
は
、
科
学
知
識
が
こ
と
ば
に
よ
り
媒

介
さ
れ
る
場
合
や
、
そ
れ
ら
が

一
般
大
衆

の
問
で
再
生
産
さ
れ
て
い
く
過
程
に

も
同
様
に
見
ら
れ
る

[太
田

b。O
O
b。9
%

む
し
ろ
社
会
に
お
い
て
科
学
知
識
に
は
、

歪
曲
と
い
う
文
化
的
装
置
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。

ブ
ル
ア
に
よ
れ
ば
、
科
学
知
識
の
こ
の
性
質
は
、
「科
学
に
対
す
る
不
可
解
な

態
度
は
、
科
学
が
聖
な
る
も
の
、
そ
し
て
そ
れ
自
体
何
か
恭
し
く
て
近
づ
き
難

い
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
と
考

凡
る
と
、
説
明
可
能
」
[ブ
ル
ア

一〇
。。㎝
"
Φ
α]

…
だ
と

い
鳶

こ
こ
に
お
い
て
科
学
は
宗
教
に
置
換
可
能
な
形
で
言

い
表
わ
さ

鰍
、

的

れ
て
い
る
が
、
実
際
に
科
学
は
宗
教
や
イ
デ
オ
。
ギ

と
並
立
さ
れ
る
シ
ス
テ

職

ム
と
し
て
人
々
の
間
に
生
き
て
い
る
こ
と
が
あ
る

[太
田

N
O
O卜。三
。
次
の
よ
う

のも

な
例
も
こ
の
点
を
示
し
て
い
る
。

獅

社
会
参
与
に
積
極
的
な
韓
国
の
あ
る
教
会
は
、

一
九
九
七
年
の
あ
る
行
事
に

鯛

際
し
て
参
加
し
た
構
成
員
た
ち
に
あ
る
記
念
品
を
配
布
し
た
。
こ
れ
は
、
韓
国

鬮韓

の
キ

リ
ス
ト
教
徒
の
家
に
よ
く
見
ら
れ
ろ
木
製
の
プ
レ
ー
ト
で
、
「皆
に
福
音
と

化

平
安
を
」
と
圭
.か
れ
て
い
る
。
受
け
取

・
た
者
た
ち
は
、
筆
者
が
確
認
し
た
限

弍

り
で
全
員
が
、
自
宅
の
マ
ン
シ
ョ
・ン
内
で
玄
関
ド
ア
の
上
に
あ
た
る
壁
に
こ
れ

再と

を
飾

っ
て
い
た
。
こ
の
場
所
に
飾
る
理
由
を
尋
ね
る
と
、
彼
安

)ら
は
以
下
の
中

瀰

か
ら
二
～
四
通
り
の
内
容
を
併
用
し
て
語

っ
た
。

(
一
)
聖
書
が
門
の
内
と
外
に

硯

つ
い
て
多
ぐ
言
及
し
て
い
る
・、・
か
ら

(な

い
し

「牧
師
毬

が
そ
う
説
い
た
か

織

ら
)
、
三

)
異
な
る
階
級

の
人

々
豪

の
外
で
活
動
す
る
時
の
モ
・
ー

を
確

.

概

認
す
る
た
め

(な
い
し
覇

家
の

δ

○
さ
ん
」
が
そ
、・
弁
じ
た
か
ら
)
、
(三
)

鄲

そ
こ
に
飾
る
の
が
美
観
上
で
も

っ
と
も
良
い
か
ら

(な
い
し
家
庭
講
座
で

「先

顯

生
様
」
が
そ
う
評
し
て
い
た
か
ら
)
、
(四
)
も
と
も
と
そ
こ
に
飾
る
も
の
だ
か

ら

(な
い
し

「姑
」
が
そ
う
言

っ
て
い
た
か
ら
)、

(五
)
電
磁
波
を
防
い
で
く

41



れ
る
か
ら

(な
い
し
テ
レ
ビ
で
.
「
教
授
様
」
が
そ
う
教
え
た
か
ら
)
(、
)。
最
後

の
理
由
は
、
家
の
内
部
を
木
製
の
家
旦
ハで
囲
む
と

「体
に
悪

い
」
電
磁
波
が
家

に
入
っ
て
く
る
の
を
防
い
で
く
れ
る
と
い
う
考
え
に
基
づ
く
も
の
で
、
他
の
壁

面
と
は
違

っ
て
木
製
の
家
旦
ハを
置
け
な
い
場
所
が
そ
こ
だ
と

い
う
理
由
に
因
る

・
も
の
だ
と

い
う
。
少
な
く
と
も
こ

の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
、
宗
教
や
イ
デ
オ
「

ロ
ギ
ー
や
芸
術
や
常
識
と
い
う
文
化
シ
ス
テ
ム
と
並
ん
で
、
科
学
な
い
し
(歪
曲

さ
れ
た
民
衆
的
な
)科
学
知
識
が
、
人
々
の
考
え
方
に
解
釈
の
体
系

の

一
つ
と
し

て
存
在
す
る
こ
と
を
例
示
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
場
合
の
科
学
知
識
と

い
う
も
の
を
考
え
る
時
に
は
、
そ
れ
と
民

俗
知
識
と
を
明
確
に
分
離
す
る
必

要
性
を
感
じ
難

い
。
こ
の
点
に
着
目
し
て
植

民
地
期
朝
鮮
の
社
会
状
況
を
見
直
す
な
ら
、
そ
こ
で
億
知
識
人
に
よ
る
科
学
知

識
の
受
容
と
抵
抗
の
歴
史
が
あ
り

、
そ
れ
が
解
放
後
の
韓
国
ま
で
続
く

「民
族

文
化
」

の
想
像
を
も
た
ら
し
た

[金
光
憶

一Φ
O
。。]
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
.朝
鮮
が

日
帝
の
植
民
地
と
な
る
前
か
ら
日
本
人
の
学
者
た
ち
に
よ

っ
て
続
け
ら
れ
て
い

た

(「ブ
ラ
ッ
ク

・
ボ
ッ
ク
ス
」
を
多
く
含
む
)
慣
習
調
査
の
研
究
成
果
を
慣
習

法
と
し
て
ま
と
め
た
韓
国
の
家
族
法
は
、
「伝
統
」
の
規
範
叱
七
て

一
般
大
衆
に

受
容
さ
れ
、
現
在
で
も
家
内
の
規
律
や
相
続
な
ど
の
正
統
性
と
正
当
性
を
示
す

根
拠
と
な

っ
て
い
る

[ヤ
ン

・
ヒ
ョ
ナ

お
霧
]。
植
民
地
下
で
日
帝
や
朝
鮮
の
民

族
系
組
織
に
よ

っ
て
宣
伝
さ
れ
た
粉
ミ
ル
ク
な
ど
に
よ
る
新
し
い
幼
児
養
育
法

は
、

一
般
大
衆
に
よ
る
科
学
知
識

の
礼
賛
に
よ
り
日
帝
の
権
力
と
は
無
関
係
に

社
会
に
広
が
り
、
韓
国
に
お
け
る
育
児
の

「文
化
」
を
刷
新
し
た

[キ
ム

・
ヘ
ギ

ョ
ン

一㊤
㊤
呂
。
喫
煙
に
関
す
る
科
学
知
識
の
流
布
は
、
喫
煙
と
疾
病
の
関
係
に

つ
い
て
の
社
会
的
な
考
え
方
を

一
新
し
、
喫
煙
を
タ
ブ
ー
視
さ
れ
る
地
位
に
女

性
を
置
き
、
韓
国
朝
鮮
の
女
性
の

「伝
統
」
r的
な
理
想
像
を
創
り
上
げ
た

[高
韓

那

b。0
8
]。
科
学
知
識
は
民
俗
知
識
と
瞥
に
区
別
さ
れ
る
こ
と
な
く
人
々
の
行

為
を
左
右
し
た
り
へ跼肱、
「愼
習
」
や

「伝
統
」
や

「民
族
文
化
」
の
想
像
を
通
し

て
民
俗
知
識
そ
の
も
の
を
創
り
上
げ
て
い
っ
た
り
す
る
。
後
者
の
場
合
に
は
特

に
、
科
学
知
識
が
社
会
に

「文
化
」
を
発
信
す
る
道
旦
ハに
な

っ
て
い
る
と
言
え

る
。つ

ま
り
、
第

一
の
動
き
が
研
究
対
象
に
制
度
的
に
働
き
か
け
研
究
対
象
そ
の

も
の
を
変
え
て
い
く
即
効
性
勢
力
の
主
役
と
し
て
科
学
者
を
論
じ
る
の
に
対
し
、

こ
の
第
二
の
動
き
に
お

い
て
科
学
者
は
研
究
対
象
に
対
し
思
想
的
に
働
き
か
け

る
遅
効
性
勢
力
の
脇
役
と
し
て
人
類
学
的
研
究
に
登
場
す
る
こ
と
と
な
る
。
第

一
の
動
き
と
第
二
の
動
き
を
合
わ
せ
た
試
み
と
言
え
る
も
の
も
あ
る
。
鈴
木
は
、

韓
国
社
会
が
男
性
的
な
儒
教
と
女
性
的
な
巫
俗
の
二
重
構
造
に
よ
旺
成
り
立

っ

て
い
る
と
し
た
秋
葉
隆
の
学
説
が
、
そ
の

「ブ
ラ
ッ
ク

・
ボ
ッ
ク
ス
」
の
部
分

を
意
識
さ
れ
な

い
ま
ま
、
後
発
の
研
究
者
や
知
識
人
た
ち
に
よ

っ
て
韓
国
の
女

性
を
不
必
要
な
ま
で
に
巫
俗
と
結
び
付
け
る
根
拠
と
な

っ
て
き
た
こ
と
を
批
判

し
て
い
る

[鈴
木

b。
OO
昌

三
ツ
井
は
、
い
わ
ゆ
る

「
日
朝
同
祖
説
」
が
大
部
分

の
学
者
た
ち
の
反
対
に
も
関
わ
ら
ず
政
治
経
済
的
な
圧
力
に
よ
り
ア

・
プ
リ
オ

リ
と
な
り
、

一
般
大
衆
の
認
識
に
ま
で
浸
透
し
て
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る

[三

ツ
井

一8
卑

こ
の
第
二
の
動
き
に
よ
れ
ば
、.科
学
知
識
は
科
学
者
た
ち
だ
け
の
所
有
物
で

は
な
い
。
知
識
人
と
呼
ば
れ
る
人
々
、
「も
の
知
り
」
と
呼
ば
れ
る
人
々
、
そ
し

て
そ
の
ど
ち
ら
と
も
呼
ば
れ
な

い
人
々
で
も
、
科
学
を
語
る
こ
と
は
あ
る
(堕
。

科
学
の
所
有
権
は
、
万
人
の
手
に
す
ら
そ
の

一
部
が
あ
り
、
か

つ
科
学
者
に
す
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ら
そ
の
全
部
は
な
い
の
で
あ
る
。

丁 注
)

 

(
2
)

(
3
)

(4
)

(5
)

(
6
)

(
7
)

本
稿

の
執
筆

に
あ

た
り
御
指
導

・
御

助
言
を
頂

い
た

本
学

の
小
泉

潤

二
先
生

と

ソ
ウ

ル
大
学
校

人
類
学
科

の
大
学

院
生
諸
氏
、

お
よ
び
御

支
援

を
頂

い
た

大
韓
民

国
国
際
教
育
振
興
院

に
謝
意
を
申
し
上
げ
た

い
。

一
八
七

一
年

に
出
版

さ
れ
た

タ
イ
ラ
ー
の

『
原
始
文
化
』

の
第

一
巻

第

一
章

は

、
「文
化

の
科
学
」
之
題
さ
れ

て
い
る

[身

一〇
『
一
。。
謡
男

一
九

二
二
年

に
出

版

さ
れ
た

マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
の

『
西
太

平
洋

の
遠
洋
航
海
者
』

の
序
文
に
も
、

科
学
的

訓
練
を
受
け

た
人
類
学
者
が
科

学
的
な
調
査
を
行
う

こ
と

が
謳
わ
れ

て
い
る

[ζ
聾
5
0
≦
ω評
口

㊤
bQ
bO
]。

な
お

二
元
論

の
立
場

か
ら
過
去

の

一
元
論
を

批
判
す

る
研
究
は
、

一
九

五
〇

～
六

〇
年

代
に
多
く
見

ら
れ
る
。
こ

の
頃

に
こ
の
種

の
転
換
期
が
あ

っ
た

こ

と
が
、
カ

ー
ゴ

・
カ
ル
ト
研
究
[春

日

一
り
㊤
S

一
b。
Φ
山
ω
O
]な
ど
で
も

述

べ
ら

れ

て
い
る
。

'

彼

女

に
依

れ
ば

、
人

々
は
不
完

全
な
カ

テ
ゴ

ラ
イ
ズ

に
基
づ

い
て
世
界
を
認

識
し
て
お
り
、
汚
れ
や
タ
ブ
ー
に
関
わ
る
も
の
ご
と
は
彼
(女
)ら
の
カ
テ
ゴ

ラ

イ
ズ

方
法

で
は
処
理

で
き
な

い
、

つ
ま
り
宇
宙
観

の
根

底
を

覆
し

て
し
ま
う

も

の
ご
と

で
あ

る
と

い
う
。

も

ち
ろ
ん

こ
れ

は
ギ

ア
ツ
個
人

の
研
究
姿
勢
、
な

い
し
は
む

し
ろ
ギ

ア
ツ
ィ

ア
ン
た
ち

の
誇
張

F
Φ
〈
口
O
㊤
b。
…
一
R

]
に
過
ぎ
な

い
が
、
そ
れ
ら
は
人
類
学
者

売
ち

へ
の

「強
制
命
令
」
[時
安

一
〇
Φ
呂

と
誤
解
さ
れ
る
傾
向

が
あ

る
。

こ
の

「
悪
戯
」

に

つ
い
て
は
、

ソ
ー
カ

ル
自
身
が
反
響

や
追

記
を

随
時
発
表

し
て
い

っ
た

[ω
o
惹

=

㊤
り
①σ
…
冠
o
ヨ

お
り
①
o
…
固
①
ヨ

δ
㊤
討
…
冠
Φ
8

お
Φ
♂

…

H
α
o
ヨ

一
り
り
Q。
…
ソ
ー
カ
ル
&
ブ
リ
ク
モ
ン

bD
O
O
O
]。

例
え
ば

、

ア
メ
リ
カ
の
社
会
言
語
学

が
人
類

学
と
言
語
学

の
間

で
ど

の
よ
う

に
発
展
し

て
き
た
か
を
論
じ
る

[竃
霞

鐔
《
一⑩
○。
。。
]
に
お

い
て
は
、

「純
粋
な
科

学
」

よ
り
も
学
者
間

の
権
力

関
係
や
研
究
費

の
出
所

な
ど
が
優
先
的

に
論

じ

ら
れ
て
い
る
。

・

(8
)

こ
の
考
え

方
は
、
隠
さ
れ

て
い
た
登

場
人
物

に

・「
デ
イ
ア

ス

・
エ
ク
ス

・
マ

キ
ナ
(畠
①
口
o◎
O×
ヨ
㊤
Oげ
一P
go)」
を
演

じ
さ
る
こ
と
を
嫌
う
ポ

ス
ト

・
モ
ダ
ン
文

学
と
同
調
し
て

い
る
と

の
指
摘
も
出
来
る
。

(9
)
人
類
学

に
お
け
る
植
民
地
研
究

の
多
く

は
文
化

統
治
と

い
う

形
態
で
人
類
学

が
利
用

き
れ
℃

い
た
こ
と
に
し
か
言
及

し
な

い
が
、
特

に
形
質

人
類
学
者
た

ち
が

「土
人

の
戦
闘
力

調
査
」

な
ど

の
名
目

で
宗
主
国
側

に
寄

与
し

て
い
た

こ
と
を
は
じ
め
と

し
て
、
武
断
統
治

に

つ
い
て
も
同
様

の
こ
と

が
指

摘

で
き

る

[全

N
O
O
呂
o

、

(
10
)
こ
れ
ら

の
研
究

の
中

に
は
、
語
り
え
な
か

っ
た

過
去

の
状
況
を

研
究

の
自
由

が
補
償
さ
れ
た
時
代

に
整

理
し
な
お
そ
う
と

い
う
も

の
も
あ

る
他
方

で
、
整

理
者

の
イ

デ
オ

ロ
ギ

ー
が
先
行

し
た
も

の
や
、
証
拠

が
明
ら
か

に
不

足
し
た

も

の
、
論
理
的
妥
当
性
を
著

し
く
欠

い
た
も

の
な
ど

、
問
題
を
持

つ
も

の
も

多
く
見
ら
れ
る
。

(11
)
小
池

は
、
現
地
か
ら
知
識
を
得

て
く
る
人
類
学
者

の
調
査
方

法

や
そ

の
時
代

的

な
行
き

詰
ま
り
を
検
討
す

る
と

い
う

点
で
、
知
識

に
闖
す

る

こ
れ
ら

の
人

類
学
的

研
究
に

つ
い
て
、
本
稿
と

は
ま

っ
た
く
違

っ
た

レ
ビ

ュ
ー
を
発
表

し

て
い
る

[小
池

一
り
Φ
昌
。
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[宮
武

b。
O
O
O
…
お
]
よ
り

二
重
引
用
。

(
13
)
例
え
ば
以
下
の
部
分
に
見

ら
れ
る
。

「だ
か
ら
、
イ

エ
ス
も
ま
た
、
ご
自
分

の

血

で
民
を

き
よ
め

る
た
め

に
、

門

の
外

で
苦

難
を
受

け
ら
れ

た

の
で
あ
る

。

し
た
が

っ
て
、
わ
た

し
た
ち
も
、
彼

の
は
ず

か
し
め
を
身

に
負

い
、
営
所

の

外

に
出

て
、
み
も
と
に
行

こ
う

で
は
な

い
か
。
」
(
ヘ
ブ

ル
人

へ
の
手
紙

一
ω
"一
b。

～
一
ω
)

(14
)
た
だ

し
こ
れ
ら

の
各

呼
称

は
韓
国
語

の
直
訳

で
あ
る
。

(15
)
こ
れ
に
類
す
る
研
究
と
し

て

ハ
」
パ
ー
は
、
チ

ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ

の
原
発
事
故
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に
接

し
た

ハ
ン
ガ
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の

一
般
大
衆
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民
衆
化

し
た
科
学
知
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に
左
右
さ

れ

て
行
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る
様
相
を
人
類
学

的
に
研
究

し
て

い
る

田

g。
蓐
興

b。
O
O
昌

ウ
ィ
リ

ア
ム
ズ

に
ょ
れ
ば
、
草
原

に

つ
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て
モ
ン
ゴ
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の
人

々
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持

つ
民
俗
知
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と

科
学
者

が

モ
ン
ゴ

ル
平
原
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論
じ
る
科
学
知

識
と

の
問
に
は
明
確
な
線
引
き

が
不
可
能
だ

[亳
自

曽
ヨ
ω
N
O
O
O
冒
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第
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の
動

き

の
問
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、
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作

り
出
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り
広

め
た

り
す
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「主
体
」
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第

一
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よ
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明
確

に
な
り
が
ち
で
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た
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近

代
化

や
植
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地
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め
ぐ
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科
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知
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曖
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。
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近
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植
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介
し
た
先
行
研

究
が

こ
れ
ら

の
問
題
に
積
極

的
に
応
え

る
も

の
で
な

い
こ
と
も
事
実

で
あ
る
。

参
考

文
献

【
日
本

語
】

太

田
心
平

N
O
O
N
9。

「〈
新
自
由

主
義

y

韓
国

の
あ
る
教
会

に
見
た
悪
徳
づ
く
り
の
過
程

と
そ
の
影
響
」
,

『年
報

人
間
科
学
』

23
①

"
綜
山
一
屯

、

l

b。
O
O
b。
σ

「韓

国
キ
リ
ス
ト
教
労
働
運
動

の
多
面
箕

教
会
構
成
員

の
組
織
内
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
と
権
威

の
問
題

か
ら
」
,

『韓
国
朝
鮮

の
文
化
と
社
会
』

1
"
這
り
山
①
⑳

小
熊
英

二

一
㊤
Φ
。。

『
〈
日
本
人
V
の
境
界
…
沖
縄

・
ア
イ

ヌ

・
台
湾

・
朝
鮮

植
民
地
支
配

か
ら
復
帰
運

動
ま
で
』
,
・
新
曜
社
.

小

田
亮

一
㊤
◎。
刈

「沖
縄

の

『門
中
化
』

と
知
識

の
不
均
衡
配
分

沖
縄
本
島
北
部

・
塩
屋

の
事
例
考

察
」,

『民
族
学
研
究
』
・
51
④

,
ω
ω
や
ω
課
.

春

日
直
樹

お
Φ
刈

「
「発
端

の
闇
」
と
し

て
の
植
民
地

カ
ー
ゴ

・
カ
ル
ト
は
な
ぜ

「狂
気
」

だ

っ
た
か
」
,
山

下
晋
司

・
山
本
真

鳥

編

『植
民
地
主
義
と
文
化
n
人
類
学

の
パ
ー

ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
』

"
一
b⊃
Q。
山
㎝
一
,
新
曜
社
.

金
森
修

一
8

。。
p。

「サ
イ

エ
ン
ス

・
ウ

ォ
レ
ズ
箭

半
)」
,

『現
代
思
想
』
26
-
8
"
一①
-お

1

一
8

。。
σ

「サ

イ

エ

ン

ス

・
ウ

ォ
ー
ズ

(後

半

己
,

『現

代

思

想

』

26

-
10

"
◎。
歯
刈

ク
ー
ン
,
ト
ー

マ
ス

一
り
謡

『科
学
革
命

の
構
造
』
(中
山
茂

訳
),
み
す
ず
書
房
.

栗
本
英
世

・
井

野
瀬
久
美
惠

一
り
8

「序
論
"
植

民
地
経

験

の
諸
相
」
,
栗
本

・
井

野
瀬

編

『植

民
地
経
験

"
人
類
学
と

歴
史
学
か

ら
の

ア
プ

ロ
ー
チ
』
"
一
一
-心
①
,
人
文
書

院
.

小
池
誠

一
㊤
2

「知
識

の
社
会
人
類
学
」
,

『社
会
人
類
学
年
報
』

16
"
一
〇ω
山
O
⑳

駒
込
武

一
Φ
Φ
①

『植
民
地
帝

国
日
本

の
文
化
統
合
』
,
岩
波
書
店

鈴
木
文
子

b。O
O
一

「韓
国

の
儀
礼
に
お
け

る
ジ

ェ
ン
ダ
ー
再
考

村
祭

の
二
重

構
造
論
を

中

心

に

」

,

『

=
H幻
○
ω
国
H
ζ
>

Oo
団
竃

勺
O
Qo
H
¢
ζ

飽

ω
国
H
ζ
〉
乞
国

≦
O
国
閑
ω
国
O
謹

"
◎。
甲
Φ
O
,
比
較
民
俗
学
会
(非
売
品
Y

ソ
ー
カ
ル
,

ア
ラ

ン

&

ブ
リ
ク

モ
ン
,
ジ

ャ
ン

bo
O
O
O

『
「知
」・
の
欺
瞞
"
ポ

ス
ト
モ
ダ

ン
思
想

に
お
け
る
科
学

の
濫
用
』
(田
崎
晴
明

・
大

野
克

嗣

・
堀
茂
樹

訳
M

岩
波
書

店

崔
吉
城
、
卜。
O
O
O

「
日
帝
植
民
地
時
代
と
朝
鮮
民
俗
学
」
,
中
生
勝
美

編

『
植
民
地
人
類
学

の
展
望
』
,
風
響
社

"
一
刈
一-卜。
一q

全
京
秀

一
8
0

「韓
国
博
物
館
史
に
お
け
る
表
象

の
政

治
人
類
学
」
,
『
国
立
民
族

学
博
物

館
研
究
報
告
』

24
-2
茜
ミ
ーb。
り
q

ー

ト。
O
O
ω

「
植
民
と
戦
争

の
日
帝

人
類
学

"
台
湾
帝
大

と
京
城
帝
大

の
人
脈
と
活
動
を

中
心

に
」
(太
田
心
平

訳
),

『思
想
』
(近
刊
図

寺
本
義
也

卜。
O
O
一

「知

の
神
秘
と
科
学
序
論
」
,
寺
本

編

『知

の
神
秘
と
科
学
』

縞
-b。
ω
,

新
評
社
.

時
安
邦
治

一⑩
Φ
㎝

「異
文
化

理
解

の
解

釈
学
的

ア
プ

ロ
ー
チ
と
文
化

記
述

の
今
後

の
課

題

ク
リ
フ
ォ
ー
ド

・
ギ
ア
ツ
の
文
化
解
釈

学
を
手
掛

か
り

に
」
,
『年

報
人
周
科
学
』

16
.

中
生
勝
美

編

b。
O
O
O

『
植
民
地
人
類
学

の
展
望
隔
,
風
響

社
.

中

川
敏

一
㊤
Q。
⑩

「イ

ン
ド
ネ
シ

ア
、

エ
ン
デ
族

に
お
け
る
知
識

の
経
済
学
」
,
吉

田
禎
吾

編

『異
文
化

の
解
読
』
,
平
河
出
版
社
.

44

 

■



南
根
祐

b。
O
O
一

「
「朝

鮮
民
俗
学
」
と
植
民
地
主
義
一
今
村
鞆
と
村
山
智
順
の
場
合
」
,
筑

波
大
学
民
俗
学
研
究
室

編

「
心
意
と
信
仰

の
民
俗
』
,
吉

川
弘
文
館
U
認

-課
.

I

N
O
O
ω

「
檀
君

ユ
ー
ト
ピ

ア
の
虚
実

崔
南
善

の
場
合
を
中
心

に
」
,

『仏
教
大
学
総

合
研
究
所
紀
要
』
別
冊
,
(印
刷
中
Y

三

ツ
井
崇

一Φ
8

「
日
本
語
朝
鮮
語
同
系
論

の
政
治
性
を
め
ぐ
る
諸
様
相
"
金
沢
庄
三
郎

の
言
語

思
想
と
朝
鮮

支
配
イ

デ
オ

ロ
ギ

ー
と

の
連
動
性

に
関
す

る

一
考
察
」
,

『朝

鮮
史
研
究
会
論
文
集
』
37

"
一ω
ω
山
①
Q

宮
武
公
夫

b。
O
O
O

『
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

の
人
類
学
』
,
岩
波
書
店
.

バ
幣

ン
ス
タ
イ
ン
,
.リ
チ

ャ
ー
ド

・
J

直
Φ
Φ
O

『
科
学

・
解
釈
学

・
実
践
"
客
観
主
義

と

相
対
主
義
を
超
え
て
』
(丸
山
高
司

・
木
岡
伸
夫

」・
品

川
哲
彦

・
水
谷
雅
彦

訳
),
岩

波
書
店

.

広
重

徹

・
伊

藤

段
太
郎

N
O
8

「
現
代
文
明
と
科
学
」
,
伊
藤
俊
太
郎

・
広
重
徹

・
村

上

陽

一
郎

『
思
想
史

の
な
か
の
科
学
』
,
平
凡
社

品
①
甲
b。
謎

ブ
ル
ア
,

デ
イ
ヴ
ィ
ド

一
㊤
。。
O

『数
学

の
社
会
学

知
識
と
社
会
表
象
』
,
培
風
館
.

宮
治

一
雄

一
〇
刈
O

「訳
者

あ
と
が
き
」
,

G

・
ル
ク
レ
ー

ル

『人
類
学
と
植
民
地
主
義
』

(宮
治

一
雄

・
美

江
子

訳
),
平
凡
社
品
翻

山
。。
呪

村
上

陽

一
郎

卜。
O
O
悼

「自
然
科
学

そ
中
心
と
す

る
学
問

の
再
編
」
,
一
伊
藤
俊
太
郎

・
広
重

徹

・
村

上
陽

一.郎

前
掲
晝

b。
誤
山
①
φ

森
雅
雄

一
Φ
O
㎝

「英

国
社
会
人
類
学
と
間
接
統
治
」
,
合
田
濤

・
大

塚
和
夫

編

『
民
族
誌

の
現
套

近
代

・
開
発

ゼ
他
者
』
,
弘
文
堂

、

吉

田
禎
吾

お
逡

「
リ

ュ
シ
ア
ン

・
レ
ヴ

ィ
ーー
ブ
リ

ユ
ー
ル

『未
開
社
会

の
思
惟
』
」
.
綾

部
恒
雄

編

『文
化
人
類

学
の
名
著
㎝
O
』
δ
◎。
-刈
①
,
平
凡
社
.

ラ
ト

ゥ
ー
ル
,・
ブ
ル
ー
ノ

一
〇
㊤
Φ

『科
学
が
作
ら
れ
て

い
る
と
き
"
人
類
学
的
考

察
』
(川

崎
勝

・
高

田
紀
代
志

訳

),
・産
業
図
書
.

レ
ヴ

ィ
ロ
ス
ト

ロ
ー

ス
,

ク

ロ
ー
ド

一
〇
刈
①

『野
生

の
思
考
』
(大
橋
保
夫
訳
),

み
す
ず

.書
房
.

渡
邊
欣
雄

一
り
Q。
O

「
民
俗

的
知
識

の
動
態
的
研
究
"
沖
縄

の
象
徴
的
世
界
再
考
」
,

『国
立

民
族
学
博
物
館
研
究
報
告
』
.
別
冊
3
"
一
-ω
軌

L

一り
㊤
O

『
民
俗
知
識
論

の
課
題
…
沖
縄

の
知

識
人
類
学
』
,
凱
風
社
.

【英

語

】

≧

<
異

①
P

Ω

田
&

①

一り
O
㎝

..ω
9
窪

8

㌦
、
ヨ

芝

●
Qo
8

房

(巴

シ

§

Φ
b
Φ
く
Φ
」8

臼

Φ
ミ

b
8
隣
§

山
§

.》

Q
巳
審

8

§

o
乱

Φ
啻

器

ぎ

譱

さ

N
巴

しd
o
o
訂

品

一
Ψ
b。
ω
b。
.

ぎ

曁

0
6

ρ

知
9。
嘱
ヨ
。
巳

一
Φ
㊤
刈
、≦

葺

ぎ

。Q

O
Φ
<
①
μ8

ヨ

①
畧

勺
。
ぎ

賓

。
巳

勺
畠

畠

}
蠧

ξ

。・
δ

コ

巴

昌

o
『

9

①
母

》.鬥
.ぎ

ρ

ω
7
0
話

穹

Ω

ω
.
妻

「
碍
げ
㎡
(Φ
α
ω
.)噂

》
韓
ミ

8

0
丶§

o丶
ぎ

㌶
§

.
9

蛍
鑓

丶
㌍

丶
魯
8

爲
奉
Φ
§

O
o
§

§

鳶

Φ
碧

儀

ぎ

毒

さ
渕
o
畧

δ
α
oq
①
蓐

ω
ホ
Q。
・

.

ω
霞

昏

噛
宰

巴

二
評

一
㊤
o。
O

.、日
冨

O
ロ
蕁

穹

伽

葺

Φ
O
呂

言

話

巨

↓
蠶

諺

畧

二
8

ω
言

内
⇒
o
笥
一巴

αq
Φ

口
旨
傷

島

Φ
oり
び
p。
唱
言

笹

o
h
O
巳

ε

お

ぎ

ω
o
ロ
け
ず
$

ω
け
〉
ω
莚

9
5
山

ζ
Φ
す
g

ω
β

、.
ミ

ぎ

(乞
・ω
し
bo
9

逡

9
①
芻

・

9

畳

寓

扇

。
。q
①
二

Φ
。。
㊤
.弓
里

ω㌔

巨

含

。q
ρ

幻
。
巴

一晨

ρ
..
5

炉

出
§

冖
($

)"
竈

Φ

.

〉
δ
ミ

O
巳
貯
達

丶
越

颪

o
§

d
巳
<
Φ
屋
淳
宅
o
囲
O
田
ま
o
巨

ご

牢

Φ
ω
ω
…
一
鯉

山
刈
9

2

。厂

客

巴
8

巨

即

6

。。
卜。
鋤
、、〉
茸

耳

。
旦

。
黷

。
民

ぎ

註

巴

。q
ρ
..
ぎ

旨
§

涛

忠

奚

。
丶

ム
b
S
、
8

0
」§

一
ビ

b。
○。
刈
山

一ω
.

1

一
Φ
◎。
b。
『

メ

葺

ぼ

8

01
δ
Oq
言
巴

コ

①
5

勾
①
ω
Φ
9。
「
O
『
鴇
ζ

雷

巳

ロ
Oq

O
民
$

怠
8

穹

α

円
ま

註

巴

oq
Φ

0
。
諺

皀

ロ
。
江
σ
昌
"、.

一口

P

霊

降

写

(Φ
島
.)
"

曾

§

恥
旨
§

ぎ

昏
丶
8

0
丶曼

>
0
9。
号

ヨ
言

零

Φ
。。
の
●

0
8

⑰q
蕩

"
ζ

国
亳

一
㊤
O
O

国

職
曾

勘
b
儀
9

b
鴈

践

ぎ

ぎ

鋤
言

詠

蹂

S

①
Ω
§

o
S

淋。・
、鼠

卸

ミ
黒
ご
b
躄

織
肄

ぴ
8

"
即

罐

Φ
「
勺
昌

・・

1

一
㊤
。。
O
き

妄
訂

恥
ミ

黒
丶o
讒

き

、旨
青

ω
旨

鋤
鶏

ωΦ
q
巳
<
Φ
邑

身

勹
H
①
ω
9

閃
ε
巨

ロ
蕁

し

8

昌

甲

一
8

。。
、、〉
葺

ぎ

ユ
N
三

。q

国
8

註

巴

oq
①

一5

Q。
o
一窪

8

餌
巳

〉
耳

ぼ

8

0
δ
黷

層.≦

§
Φ
眠
6
§

ぎ

さ
N
8

亀
韆

葱

δ

O
(卜。
)
"
ω
ミ

山
①
ρ

「

6
り
『

.ぎ

爵
9

N
ぎ

。Q
Q。
。
雪

8

ω
け=
鼠

ω
餌
巳

ぎ

叶ξ

8

。
δ
撃

..
》
§

§

ぎ

≧

蝕
§

o
丶壗

6,
二

9

◎
)
…
ω
◎。
¥
ω
毀

.

人類学における知識の二元論ζ再一元化:韓国朝鮮研究からの理論的鳥瞰45

 

'



  Fuller, Steve 1999 "Authorizing Science Studies: Or, Why We Have 

     Never Had Paradigms," American Anthropologist 101(2): 379-381. 

  Geertz, Clifford 1973 "Thick Description: Toward an Interpretive Theory 

     of Culture," in his The Interpretation of Cultures, Basic Books: 3-30. 

  - 1983 ""From the Native's Point of View": On the Nature of 
     Anthropological Understanding,"" in his Local Knowledge: Further 

     Essays in Interpretive Anthropology, Basic Books: 55-70. 

      1984 "Distinguished Lecture: Anti ,Anti-Relativism," American 

    Anthropologist 86:263-278. 
 - 2000 Available Lights , Princeton University Press. 

  Harper, Krista M. 2001 "Chernobyl Stories and Anthropological Shock in 

    Hungary," Anthropological Quarterly 74 (3) : 114-123. 

  Ito-Adler, James 1997 "Cultural Relativism," in T. Barfield (ed.), The 

    Dictionary of Anthropology, Blackwell: 98. 

  Keesing, Roger M. 1979 "Linguistic Knowledge and Cultural Knowledge: 

     Some Doubts and Speculations," American Anthropologist-81:14-36. 

  Levi, Giovanni 1992 "On Microhistory," in P. Burke (ed.), New 

     Perspectives on Historical Writing, Pennsylvania State University 

     Press: 93-113. 

  Long, Norman 1992 "Introduction," in N. Long and A. Long (eds.), 

    Battlefields of Knowledge: The Interlocking of Theory and Practice 

     in Social Research and Development, Routledge: 3-15. 

 Malinowski, Branislaw K. 1922 Argonauts of the Western Pacific: An 

    Account of Native Enterprise and Adventure in the Archiperagoes 

     of Melanesian New Guinea, George Routledge & Sons.. 

 Richards, Paul 1985 Indigenous Agricultural Revolution: Ecology and 

    Food Production in West Africa, Hutchinson.

 Murray, Stephen 0. 1998 American Sociolinguistics. John Benjamins 

    Publishing. 

 Shiva, Vandana 1991 The Violence of the Green Revolution: Third World 

    Agriculture, Ecology and Politics, Zed Books. 

 Sokal, Alan 1996a "Transgressing the Boundaries: Toward a 

    Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity," Social Text 

   46/47:217-252. 
 - 1996b "A Physicist Experiments with Cultural Studies

," Lingua 
    Franca 6(4): 62-64. 

 - 1996c "Transgressing the Boundaries: An Afterward ," Dissent 43(4): 
    93-99. 

 - 1997a "A Plea for Reason, Evidence and Logic," New Politics 6(2): 

    126-129. 
 - 1997b "Alan Sokal Replies [to Stanley Aronowitz] ," Dissent 44(1): 

    110-111. 
 - 1998 "What the Social Text affair does and does not prove," in N. 

    Koertge (ed.) A House Built on Sand: ExposingPostmodernist Myths 

    about Science, Oxford University Press: 9-22. 

 Spiro, Melford 1992 Anthropological Other or Burmese Brother: Studies 

    in Cultural Analysis, Transaction. 

 Terrell, John E. 2001 "Anthropological Knowledge and Scientific Fact," 
    American Anthropologist 102(4): 808-817. 

 Tylor, Edward 1871 Primitive Culture: Researches into the Development 

    of Mythology, Philosophy, Religion, Art and Custom, vol. 1, John 

    Murray. 

 Williams, Dee M. 2000 "Representations of Nature on the Mongolian 

    Steppe: An Investigation of Scientific Knowledge Construction,"



ム
§

魯

6。
聖

》
旨
S
§

o
丶喧

塚

一
〇
b。
(。。
)"
切
O
ω
-α
一
P

【韓

国
語
】

高
韓
那

(囚
ρ

=
き

Z
鋤
)
b。
O
O
ω
」
「
日
帝
時
代

の
女
性
喫
煙
に
関
す

る
言
説
分
析
二

九
二

〇
～
三

〇
年
代
を
中
心

に
」
,

ソ
ウ

ル
大
学
校
大
学
院
人
類
学
科
碩
士
学
位
論
文
.

金
光
憶

(囚
目
≦
讐
O
≦
p
コ
ゆq
O
貯
)

一
⑩
Φ
O。

「
日
帝
時
代
土
着
知
識
人

の
民
族
文
化
認
識

の
枠

組

み
」
,

『比
較
文
化
研
究
』
4
<
㊤
山
卜。
q

金
容
徳

(内
H]≦
矯
網
O
p
oq
U
α
7
)
卜。
O
O
b。

「京
城
帝
国
大
学
(一
Φ
b。
や
鹸
)の
教
育
と
韓
国
人
学

生
」
,

フ

ォ
ー

ラ
ム
日
本

の
植
民
地
主
義
と

東
ア
ジ

ア
の
人
類
学

編

『
日
本

の
植

.民
地
主
義
と
東

ア
ジ

ア
の
人
類
学
(
一
)』
,

ソ
ウ

ル
大
学
校

比
較
文
化
研
究
所
.

キ

ム

・
ヘ
ギ

ョ
ン

(霞

ζ
℃
=
巻

O
愚

5
難

一
⑩
箋

「
日
帝
下

の
子
女
養
育

と
小
人
期

の
形

.成
」
,
金
晋
均

・
鄭
根

植

編
著

『近
代
主
体
と
植
民
地

の
規
律
権
力
』
、
"
b。
卜。
卜⊃
山
刈
Φ
,

文
化
科
学
社
.

南
根
祐

(乞
>
H≦
"
O
口
p
ご
)
N
O
O
N

「
「実
践
的
」
文
化
民
族

主
義

の
虚
実

宋
錫
夏

の

「朝

鮮
民
俗
学
」
を

中
心

に
」
,

フ
ォ
ー
ラ
ム
日
本

の
植

民
地
主
義
と
東

ア
ジ

ア
の
人
類

学

編

上
掲
書
.

ヤ

ン

・
ヒ

ョ
ナ

(蝿
♪
]Z
〔評
国
《
α
β
〉
)

一
〇
り
α
、
「韓
国
家
族
法

に
読
ん
だ
三

つ
の
問
題
」
,

『韓
国
社
会
史
学
会
論
文
集
』
46
"
一
〇
孚
置
O
.

林
慶
澤

言

ζ
"
O
愚

口
oq
↓
器
評
)
卜。
O
O
b。

「植

民
統
治
と

ア
カ
デ
ミ
ズ

ム
の
閲

朝
鮮
総
督

府

嘱
託

の
研
究

調
査
活
動
-
今
村
鞆
を

中
心

に
ー
」
,

フ
ォ
ー
ラ
ム
日
本

の
植
民
地

主
義
と
東

ア
ジ

ア
の
人
類
学

編

上
掲
書
.

、

崔
錫
榮

(O
H宀
○
尸
Qり
α
評
団
α
口
oq
)
N
O
O
一

『韓

国
の
近
代

の
博
覧
会

・
博
物
館
』
,
西
京
文

化

社
.

人類学 にお ける知識の二元論 と再一元化:韓 国朝鮮研究か らの理論的鳥瞰47



Anthropological Dualism and Re-unification of Knowledge: 

      A Theoretical Overview from Korean Studies

OTA Shimpei

   How did they link knowledge and culture'in past anthropological works? And how can we think of 

the relationship of knowledge and culture now? 

   Classical anthropologists used to insisted on monism of knowledge that primitive knowledge would 

be under evolution forward that of West European rationality . After a few foresighted works and 
structural-functionalism criticized this monism, anthropological mainstream on the basic idea of 
knowledge has concentrated the dualism which insists on the separation of scientific knowledge and 

folk knowledge, reflecting the prevalence of cultural relativism at the same time. 
   Then most of anthropologists have come to face the tide in which they are demanded to devote 

themselves to folk knowledge studies while it brought the worship of folk knowledge studies also to the 

other fields of science. On the other hand, studies on scientific knowledge marked a new epoch by the 

achievements of STS (Science, Technology and Society) studies in limelight , but remarkably most 
anthropologists keep making light of it for a long time. 

   Recently, however, some postmodernist works of social cultural analyses in two tendencies seem to 

substitute monism rather for the dualism of knowledge. One mainly focuses on instrumentalism to 
declare that anthropological works have made a contribution to social revolution as well as they 

themselves have remained fabrication under a large number of social limitations , while the other 
regards scientific knowledge which is popularly recognized by the grassroots , as a sort of object to 
study just like folk knowledge. 

  I intend a preparatory research for future possibility in this review essay, especially of the latter 
tendency of this re-unification of knowledge - that is to say, studies on popular recognition of 

science - from the field of contemporary and colonial Korean studies . 

Key Words 

  scientific knowledge, folk knowledge, popular recognition, postmodernism , Korean studies
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