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'

〈新
自
由
主
義
〉

韓
国

の
あ
る
教
会
に
見
た
悪
徳
づ
く
り
の
過
程
と
そ

の
影
響

〈要
旨

〉

本

稿
は
、
あ

る
教
会

に
お

い
て
新
自
由

主
義
と

い
う
経

済
学
用
語
が
原
義
か

ら
逸
脱

し
て

い
く
過
程

を
明

ら
か
に
す

る
こ
ど
に
よ
り
、
近
年

の
韓
国
社
会

の
政

治
文
化
が
構

築
さ
れ

て

い
く
様
相
を
論
じ

る
も

の
で
あ
る
。

キ
ー

ワ
ー
ド
に
関
す

る
先

行
研
究
ば
、
社

会
に
お

い
て
価
値

が
高

い
と
盲
信

さ
れ
て

い
る
こ
と
ば
だ

け
を
取
り

上
げ

て
き

た
。

し
か
し
韓
国

に
お
け

る
新
自
由

主
義

の
よ
う

な
こ
と
ば
は

、
社
会

で
絶

対
的

に
否
定

さ
れ
る
。

こ
の
よ
う

な
キ

ー
ワ
」
ド
が
誕
生
す

.

る
過

程
は
、
本

稿

の
事
例

に
よ
れ
ば

、
そ

の
こ
と
ば

に
対

す
る
否
定
的

イ
メ
ー
ジ

の
付

与
と

、
対
称

関
係
に
あ

る
キ
ー

ワ
ー
ド
に
よ
る
対
比

に
よ

っ
て
成
り
立

っ
て

い
る
。
更

に
そ
れ
が
人

々
の
具
体
的

な
日
常
的

困
難
を
説
明
す

る
の
に
使
わ

れ
た
時

、
こ
と
ば
は

悪
徳

の
キ
ー

ワ
ー
ド
と
な

る
。
そ
し

て
こ
れ
ら

の
キ

ー
ワ
ー
ド
は
、
原
義

と
は
異
な

っ

た
対
象

へ
の
評
価

や
感
情
を
表
現
す
る
際
に
も
用

い
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

キ
ー

ワ
ー

ド
と
な

っ
た

こ
と
ば

が
原
義
と

は
異
な
る
対
象

へ
使
用
さ
れ

る
時
、
原
義

や
そ

の
修
辞
的

用
法

の
発

生
過
程
を
知

ち
な

い
者
は
、

こ
と
ば
を
聞

い
て
そ
の
内
容
を

瞹
昧

に
把
握
す

る
こ
と
が
あ

る
。
そ

の
場
合

に
は
、
そ

の
把
握

が
原
義
ど

お
り

の
対
象

太
田

心
平

へ
の
認
識

・
評
価

・
感
情

に
反
映
さ
れ

る
と

い
う

混
同
が
生

じ
る
。
近
年

の
韓

国

に
お

い
て
は
新
自
由
主
義
と

い
う

こ
と
ば
が

こ
の
混

同
を
多
く
引
き

起

こ
し

て
お
り
、
そ

の

混

同
が
外
交

や
内
政

の
多
様

な
イ
シ

ュ
ー

に
対
す

る
現
代
韓

国

の
政
治
文
化
を

構
築

し

て
い
る
。

キ

ー

ワ

ー
ド
.

韓

国

、

政

治

文
化

、

キ

ー

ワ
ー

ド

、
組

織

.

民

衆

的

認

識
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1

序

"
経
済
学
用
語
と
政
治
文
化

"

研
究

の
背
景
と
目
的

本
稿
の
目
的
は
、
近
年

の
韓
国
社
会

の
政
治
文
化
が
構
築
さ
れ
て
い
く
様
相

を
、
参
与
観
察
と
聞
き
取
り
調
査

に
基
づ
き
微
視
的
に
論
じ
る
こ
と
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、

"新
自
由
主
義
(ω三
ユ
"
旨
言
口
.一)"
と
い
う
経
済
学
用
語
を
例
に
、

こ
と
ば

の
指
示
内
容
が
再
生
産

さ
れ
利
用
さ
れ
る
過
程
と
、
そ
れ
が
民
衆

硲
蕁
ω
段
0
9
ω)の
政
治
文
化
に
与
え
る
影
響
を
例
示
す
る
〔-び

な
お
本
稿
は
、

一
つ
の
組
織
集

団
を
事
例
と
し
つ
つ
、
そ
の
様
相
の

一
部
を

韓
国
社
会
全
体
に
敷
衍
し
て
論
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
紹
介
す
る
具
体

'例
は
、
こ
こ
で
言
わ
ん
と
す
る
内
容
に
限
っ
て
は
韓
国
社
会
に
対
す
る
代
表
性

を
十
分
に
持

っ
て
い
る
が
、
詳
細
描
写
は
あ
く
ま
で
も
事
例
で
あ
り
全
体
像
で

は
な
い
。
ま
た
、
こ
こ
で
論
じ
る
よ
う
な
民
衆
的
認
識
と
そ
れ
に
基
づ
く
政
治

文
化
の
様
相
に
つ
い
て
は
、
韓
国
以
外
の
社
会
を
事
例
と
し
て
も
類
似
し
た
議

論
を
展
開
す
る
こ
と
が
可
能
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
本
稿
で
は
、
Y
教
会

や
韓
国
の

「伝
統
」
や
特
殊
性
で
は
な
く
、
特
殊
な
社
会
的
脈
絡
に
お
い
て
看

守
で
き
る
通
時
的

・
通
文
化
的
な
人
間
社
会
の
姿
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
。

一
つ
の
こ
ど
ば
は
、
隠
喩
や
象
徴

の
効
果
に
よ
っ
て
原
義
か
ら
逸
脱
す
る
こ

と
で
複
数
の
内
容
を
持

つ
こ
と
に
な
る
。
時
に
は
、
こ
と
ば

の
再
生
産
の
過
程

に
お
い
て
発
話
の
客
体
が
こ
と
ば

の
意
味
を

「誤
解
」
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ

と
ば
が
新
た
な
指
示
内
容
を
持
つ
に
至
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

「誤
解
」

・が
生
じ
た
場
合
に
は
、
こ
と
ば
は

「言
語
規
則
(ぎ

伽q
三
ω冖一〇
歪
一Φと

に
よ
っ
て

一
般
的
に
期
待
さ
れ
る

「発
話
行
為
(ωロ
ΦΦ
畠

鋤9
)」
か
ら
離
れ
、
む
し
ろ
聴
衆

が
認
識
し
た

「誤
解
」
の
内
容
に
沿
っ
て
機
能
す
る
冐
9。
弓

魯

一Φ
。。亀

「こ
と
ば

が
持

つ
こ
れ
ら
の
複
数
の
内
容
は
、
こ
と
ば
の
定
義
や
解
説
か
ら
で
は
な
く
イ

メ
ー
ジ
と
用
法
か
ら
そ
の
内
容
を
認
識
す
る
民
衆
に
と

っ
て
は
、
明
確
に
区
別

さ
れ
る
こ
と
な
く
使
用
さ
れ
る
。
特
に

「政
治
的
状
況
に
関
す
る
認
識
的

・
評

価
的

・
感
情
的
な
政
治
的
傾
向
」
と

い
う
意
味
で
、の

「政
治
文
化
(b
o
=
二
〇
巴

o
⊆
犀
ξ
Φ)」
[≧
ヨ
o
&

一
り誤
"
ω
α
]に
は
、
こ
と
ば
の
逸
脱
と
と
も
に
、
こ
の
民

衆
的
認
識
の
曖
昧
さ
が
大
き
く
反
映
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
〈
パ
ル
ケ
ン
イ
(O
B
戯
器
口
σq
ご
V
と

い
う
こ
と
ば
は
、
共
産
主
義
思

想
お
よ
び
反
共
思
想
が
二
〇
世
紀
初
頭
に
韓
国

へ
入

っ
て
き
た
と
同
時
に
、
共

産
主
義
者
を
表
す
も
の
と
し
て

。パ
ル
ガ
ン
(ロ
リ
巴
αq
穹
αq
)"
(赤
)と

い
う
名
詞
か

ら
作
ら
れ
た
隠
語
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
反
政
府
勢
力
や
危
険
分
子
を
表

す
こ
と
ば
と
し
て
拡
大
解
釈
さ
れ
原
義
か
ら
逸
脱
し
、
同
時
に
朝
鮮
戦
争
と
東

西
冷
戦
の
後
に
続

い
た
北
朝
鮮

へ
の
敵
対
心
や
恐
怖
感
な
ど
を
背
景
と
し
て
民

衆
の
問
で
微
妙
に

「誤
解
」
さ
れ
て
き
た
。
共
産
主
義
者

の
政
治
的
な
特
徴
と

は
無
関
係
に
、
〈
パ
ル
ケ
ン
イ
V
は
国
家
の
公
安
お
よ
び
個
人
の
安
全

の
た
め

に
関
わ

っ
て
は
い
け
な
い
人
々
を
表
す
も
の
だ
と
し
て
把
握
さ
れ
て
き
た
〔2
)。

こ
の
把
握
が
、
共
産
主
義
者
と
い
う
原
義
と
お
り

の
指
示
対
象
で
あ
る
共
産
主

義
者

へ
の
認
識

・
評
価

・
感
情

へ
も
還
元
さ
れ
た
。
本
稿
で

「誤
解
」
と
い
う

の
は
、
こ
と
ば
の
多
義
性
の
た
め
に
、
人
々
が
認
識

・
評
価

・
感
情
の
面
で
複

数
の
対
象
を
混
同
す
る
こ
と
を
示
す
。

民
衆
運
動
に
対
す
る
制
限
が
大
き
く
緩
和
さ
れ
た
九
三
年

「韓
国
民
主
化
」

以
降
、
〈
パ
ル
ケ
ン
イ
〉
を
め
ぐ
る
こ
の
よ
う
な
政
治
文
化

の
構
築
は
極
め
て
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弱
く
な

っ
た
。
だ
が
九
七
年
か
ら
続
く
経
済
不
況
期
に
お
い
て
は
、
〈
I
M
F

>
と
い
ヶ
こ
と
ば
が
く
パ
ル
ケ
ン
イ
V
の
場
合
と
ま

っ
た
く
同
じ
形
で
政
治
文
化

の
形
成

に
関
与

し
た
。

原
義
と

し
て
国
際
通
貨
基
金
(H
旨

Φ
;

四
江
○
づ
9。
一
「

ζ
§

2
鐔
団
閃
⊆
昌
μ
)を
示
す
〈
I
M
F
>
は
、
同
機
関
が
介
入
し
た
韓
国
の
経
済

不
況
を
表
す
隠
喩
に
な
り
、
そ
の
用
例
と
し
て

"I
M
F
克
服
"
・
"I
M
F
セ

ッ
ト
"(3)な
ど
の
造
語
が
普
及
す
る

こ
と
で
、
や
が
て
は
単
な
る
悪

い
状
態
を
示

す
も

の
と

し
て
民
衆

に
認

識
さ

れ
た
。
あ

る

い
は

"I
M
F

ッ
テ
ム
ネ

(餌
一Φ3
Φ
b
口
けけΦ
ヨ
9
づ
Φ)"
(I
M
F

の
せ
い
で
)
・

"I
M
F
政
権
粉
砕
"
な
ど
の

用
例
の
普
及
に
よ
り
、
韓
国
全
土
を
不
幸
に
陥
れ
る
悪

い
輩
を
示
す
も
の
と
考

え
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
認
識
が
国
際
通
貨
基
金
に
関
す
る
政
治
文
化
を
構
築
し
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
現
代
韓
国
の
政
治
文
化
の
形
成
に
は
、
あ
る
種
の

「誤
解
」

が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
こ
の
こ
と
は
〈
I
M
F
>
と
い
う
こ
と
ば

が
街
角
か
ら
姿
を
消
し
始
め
た
現
在
に
も
見
ら
れ
る
。
近
年
の
韓
国
社
会
で
こ

の
種
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
、

一
部
で
で
は
あ
る
が
急
速
に
普
及
し
始
め
て
い

る
の
が
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
く
新
自
由
主
義
V
で
あ
る
。

本
稿
で

「
キ
ー
ワ
ー
ド
」
と
呼

ぶ
も
の
は
、
あ
る
種
の
権
威
を
内
包
し
た
こ

と
ば
を
示
す
。
こ
と
ば

の
中
に
は
、
そ
れ
が
な
ぜ
正
し
い
の
か
を
尋
ね
る
こ
と

は
出
来
な

い
が
、
社
会

一
般
で
常

に
正
し
い
も
の
と
し
て
盲
信
さ
れ
て
い
る
よ

う
な
も
の
が
あ
る
。厂
そ
れ
ら
が
キ
ー
ワ
ー
ド
(評
3
ミ
o
a
。・レ

2

彳
。
a
ω)と
呼
ば

れ
る
[≦
一一一δ
3
ω
一
㊤Q。鯉

bd
9⊆
3
僧p

一〇
。。Σ
。
た
だ
し
、
類
似
す
る
概
念
を
扱
う

そ
の
他
の
研
究
[o
×
.
=
ロ
暮

一
ΦQ。
合

中
川

一㊤
逡
]を
含
め
、
こ
れ
ま
で
の
キ
ー
ワ

ー
ド
研
究
は
、
社
会
に
お
い
て
価
値
が
高

い
と
盲
信
さ
れ
て
い
る
こ
と
ば
だ
け

を
取
り
上
げ
て
ぎ
た
。
こ
の
意
味

に
お
い
て
以
上
の
よ
う
な
キ
ー
ワ
ー
ド
研
究

は

「美
徳
の
キ
ー
ワ
ー
ド
」
の
研
究
だ
と
言
え
る
。

本
稿
が

「悪
徳
の
キ
ー
ワ
ー
ド
」
と
呼
ぶ
も

の
は
、
現
代
韓
国
に
お
い
け
る

〈
パ
ル
ケ
ン
イ
〉
や
〈
I
M
F
>
の
よ
う
に
、
こ
と
ば
自
体
が
社
会
で
否
定
さ
れ

」
6
べ
き
性
質
を
包
む
こ
と
ば
を
示
す
。
こ
の
概
念
を
手
掛
か
り
に
、
〈
新
自
由

主
義
V
に
つ
い
て
の

「誤
解
」
の
発
生
過
程
と
、
そ
れ
が
現
代
韓
国
の
政
治
文

化
に
お
い
て
果
た
し
て
い
る
役
割
を
、
描
写

・
解
釈

・
分
析
す
る
。

2

プ

。
〒

グ

瓣
.

-

の

そ

も

そ
も

学

術

研

究

に
お

け

る

「新

自

由

主

義

(P
Φ
≦

=
び
Φ
『
9
=
ω
bP
)」

と

は

、

そと

一
九
三
・
年
代
の
ド
イ

・
に
お
い
て
w

・
オ
イ
ケ
・
が
発
展
さ
せ
、
二
次
大
韓

鑼

後
の
旧
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て

棄

試
的
市
場
経
済
論
L
へ
と
発
展
し
た
経
済
学

伽

用
語
で
あ

っ
た
。
こ
の
時
点
で
の

「新
自
由
主
義
」
は
、
経
済
秩
序

へ
国
家
が

づ

政
策
的
介
入
を
行
わ
な
い

「旧
自
由
主
義
」
を
批
判
す
る
と
い
う
点
で

「ケ
イ

蕊た

ン
ズ
主
義
」
と
伺
様
だ
が
、
掴
家
に
ま
る
直
接
的
な
経
済
介
入
を
否
定
す
る
点

見に

で
そ
れ
と
違
っ
て
い
た
。
オ
イ
ケ
ン
は
、
畠

競
争
が
罷

と
な
る
た
め
の
舞

鵜

済
的
社
会
基
盤
の
創
出
(
「構
造
的
秩
序
政
策
」
)を
行
つ
た
後
、
国
家
が
担
う
経

鶺

済
的
役
割
と
は
反
独
占
政
策
と
社
会
福
祉
政
策
(
「調
節
的
秩
序
政
策
」
)に
よ
っ

即

て
資
本
主
義
経
済
秩
序
の
内
破
を
防
ぐ
こ
と
の
み
に
限
ら
れ
る
べ
き
だ
と
主
張

韓況

し
た
[キ
ム

.
ソ
ン
グ

纛

]。
.」れ
が
原
簪

し
て
の

薪

自
里

義
」
.の
内

蟻

容
で
あ
る
と
い
う
。

由自

し
か
し
、
八
○
年
代
の
経
済
恐
慌
の
後
で
経
済
学
の
国
際
舞
台
に
再
登
場
し
、

噺
・

そ
の
後

「ケ
イ
ン
ズ
主
義
」
に
台
頭
す
る
も
の
と
し
て
論
じ
ら
れ
る

「新
自
由

主
義
」
は
、
こ
の
原
義
を
逸
脱
し
た
も
の
だ
。
.大
部
分
の
国
家
で
は
、
目
下
の
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と

こ
ろ

「新
自
由
主
義
」
が

「
調
節
的
秩
序
政
策
」
を
含
ま
な

い
、
つ
ま
り

「旧
自
由
主
義
」
と
同
じ
野
放
し
状
態
の
自
由
競
争
を
良
し
と
す
る
立
場
を
意
味

す
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
[金
世
均

一
〇
㊤
9

切
O
出
一"
キ
ム

・
ソ
ン
グ

一
Φ
㊤
Q。
冖

㎝
①
]〔、.

こ
の
逸
脱
は
同
時
に
、
「通
貨
主
義
的
な
緊
縮
財
政
の
実
施
、
開
放
化
、

自
由
化
、
民
営
化
の
よ
う
な
薪
自
由
主
義
的
衝
撃
療
法
を
実
施
し
ろ
と
い
う
I

M
F
と
世
界
銀
行
な
ど
の
要
求
」
と
相
ま
り
、
「新
自
由
主
義
」
に
国
際
通
貨
基

金

や
世
界
銀
行
を
結
び
付
け
る
こ
と
に
も
繋
が
っ
て
い
る
。
だ
が
八
○
年
代
以

降
に
語
ら
れ
る

「新
自
由
主
義
」

の
概
念
は
、
現
代
に
出
現
し
た
経
済
政
策
上

の
新
し
い
立
場
を
常
に
表
す
も
の
で
は
な

い
。

一
部
で
は
オ
イ
ケ
ン
か
ら
繋
が

る

一
貫
し
た
経
済
学
思
想
史
に
論
拠
し
て
い
る
も
の
だ
と
認
識
さ
れ
て
い
る
た

め
、
「新
自
由
主
義
」
に
つ
い
て
議
論
す
る
場
合
に
は
論
者
に
よ

っ
て
こ
の
こ
と

ば

の
内
容
が
ま

っ
た
く
異
な
る
と

い
う
状
況
が
生
じ
、
論
者
も
気
付
か
ぬ
間
に

議
論
が
混
乱
す
る
[金
世
均

一$
c。
く
ω
]。

韓
国
の

一
部
の
知
識
人
た
ち
も

、
こ
の
よ
う
な
国
際
的
な
混
乱
の
中
で

「新

自
由
主
義
」
を
語
り
始
め
た
。
韓
国
社
会
に
は
、
こ
の
こ
と
ば
が
学
界
を
超
え

て
広
く
普
及
す
る
に
至
る
契
機
が
二
つ
あ

っ
た
。
第

↓
に
、
経
済
恐
慌
に
直
面

し
た
韓
国
が
九
七
年
末
以
降
三
年

間
に
わ
た

っ
て
国
際
通
貨
基
金
に
よ
る
経
済

管
理
体
制
下
に
入

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
く
I
M
F
V
は
彼

(女
)ら
に
と

っ
て
悪
徳
で
あ
り
、
そ
の
思
想
で
あ
る
〈
新
自
由
主
義
〉
は
キ
ャ
ン

パ

ス
や
運
動
雑
誌

な
ど

で
ま

ず

批
判

さ
れ
る

に
至

っ
た
。
第

二

に
は
、

[〈弔
20=
①
「ω冖①
一P
一り
㊤0
]が
話
題
に
な

っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
資
本
主
義
が
世

界
シ
ス
テ
ム
の
中
で
イ
デ
オ

ロ
ギ

ー
と
し
て
登
場
し
、
歴
史
的
に
多
く
の
意
味

を
持
ち
、
多
く
の
機
能
を
果
た
し
、
そ
し
て
終
焉
し
て
い
く
こ
と
を
論
じ
る
同

書
は
、
資
本
主
義
と
共
産
主
義
の
対
立
の
犠
牲
者
だ
と

い
う
自
己
意
識
が
強

い

分
断
国
家
の
韓
国
の
知
識
人
た
ち
に
注
目
さ
れ
た
。
そ
し
て
原
書
が
九
五
年
末

に
公
刊
さ
れ
た
ば
か
り
に
も
関
わ
ら
ず
、
九
六
年
夏
に
は
韓
国
語
版
[ウ
ォ
ー
ラ

ー
ス
テ
イ
ン

一8
Φ
]が
出
版
さ
れ
た
。

こ
の
本
を
読
ん
だ
と

い
う
大
学
生
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
多

く
が
資
本
主
義
以
降
の
不
安
定
な
政
治
経
済
状
況

へ
の
危
機
感
と

「新
自
由
主

義
」

へ
の
不
信
感
を
掻
き
た
て
ら
れ
た
と
述
べ
た
。
あ
る
学
生
は
、
「学
科
の
先

輩
た
ち
と
の
勉
強
会
で
読
ん
だ
の
で
す
が
、
皆
も
同
感
だ
と
言

っ
て
い
ま
し
た
」

と
言
う
。
韓
国
の
大
学
で
は
、
こ
の
種

の
自
主
勉
強
会
が
学
科
自
治
会
や
運
動

セ
ク
ト
な
ど
に
お

い
て
カ
リ
キ

ュ
ラ
ム
化
さ
れ
、
そ
こ
で
話
さ
れ
た
こ
と
が
言

説
化
し
て
広
ま
る
こ
と
が
多
い
。
「新
自
由
主
義
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
ま
ず
こ

う
し
て
悪
徳

の
キ
ー
ワ
ー
ド
た
る
〈
新
自
由
主
義
〉
と
し
て
生
ま
れ
変
わ

っ
て

い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ポスター2=青 年総 ス ト出征式

準備委員会 主催。「新自由主義と民衆たちはこれ
以上和解で きない」 と、「新 自由主義政権 ・金大

中政権の退 陣」が第一要求。(01年5月 ソウル大

人文学部通路で)
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現
在
で
は
、
特
に
在
野
か
ら
社
会
変
革
運
動
に
積
極
関
与
す
る
人
々
の
間
で
、

〈
新
自
由
主
義
〉
が
流
行
語
と
な

っ
て
い
る
。
反
面
で
中
道
路
線
を
行
く
マ
ス

コ
ミ
や

一
部
の
社
会
科
学
者
た
ち
は
、
〈
新
自
由
主
義
V
を
語
る
こ
と
に
慎
重

な
立
場
を
保

っ
て
い
る
。
上
で
示
し
た
通
り
、
こ
と
ば
の
内
容
が
曖
昧
で
、
こ

の
こ
と
ば
を
使
う
者
に
は
新
左
翼
派

の
印
象
ま
で
付
き
ま
と
い
う
る
か
ら
だ
。

だ
が
世
界
シ
ス
テ
ム
に
関
わ
る

「新
自
由
主
義
」
の
問
題
は
、
政
治
経
済
の

み
な
ら
ず
、
更
に
大
き
な
領
域
の
議
論
を
呼
ん
で
い
る
。
例
え
ば
、
コ

九
八
○

年
代
末
以
降
に
韓
国
社
会
で
展
開
さ
れ
て
い
る

「ポ
ス
ト

・
モ
ダ
ン
」
の
文
化

現
象
は
、
こ
の
よ
う
な
韓
国
資
本

の
新
自
由
主
義
的
な
流
れ
と
無
関
係
で
な

い

も
の
と
見
ら
れ
る
」
[カ
ン

・
ネ
ヒ

一㊤
O。。日
一
ま
]と

い
う
よ
う
に
、
「文
化
」
を
語

る
際
に
も
用
い
ら
れ
る
。
ま
た
、
「民
主
化
」
以
降
に
民
衆
運
動
最
大
の
政
治
的

イ
シ
ュ
ー
と
な

っ
て
い
る
労
働
問
題
に
つ
い
て
も
、
多
く
の
ポ
ス
タ
ー
に
見
ら

れ
る
よ
う
に
、
〈
新
自
由
主
義
〉
が
労
働
者
の
更
な
る
疎
外
を
生
む
と

い
う
言

説
が
広
ま

っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
ば
は
、
ア
カ
デ
ミ
ー
や
キ
ャ
ン
パ
ス

を
飛
び
出
し
、
労
働
者
の
間

へ
と
広
ま
り
行
く
の
で
あ
る
。

ポ スター3=全 国民衆 大会

全国民衆連帯 主催。「WTOコ メ輸入反

対 ・新自由主義の構造調整阻止 ・民 衆

生存権争取 ・金大中政権反対 ・反戦平

和 米国反対」 を訴え、集会への参加を

呼 びかけるもの。(01年11月 地下鉄新
村駅構内で)

佃

研
究
の
対
象
と
方
法

こ
こ
で
紹
介
す
る
の
は
、
ソ
ウ
ル
市
南
西
部
の
旧
工
業
地
帯
に
位
置
す
る
Y

教
会
で
あ
る
。
こ
の
教
会
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
過
半
数
を
占
め
る
と
さ
れ
る

韓
国
の
キ
リ
ス
ト
教
界
に
お
い
て
最
も
大
規
模
な
組
織
を
持

つ
大
韓
長
老
会
派

に
属
し
て
い
る
。
た
だ
し
Y
教
会
は
、

"
一
般
教
会
"
と
も
呼
ば
れ
る
保
守
教

会
に
対
し
、
積
極
的
な
社
会
参
与
を
行
お
う
と
す
る
点
で

"民
衆
教
会
"
と
呼

ば
れ
る
教
会
の

↓
つ
だ
〔.。δ

Y
教
会
は
、
都
市
の
労
働
者
た
ち
に
福
音
を
伝
道
す
る
目
的
で
五
〇
年
代
に

組
織
さ
れ
、
過
酷
な
労
働
環
境
に
あ
る
労
働
者
た
ち
に
労
働
組
合
を
組
織
さ
せ

る
た
め
の
活
動
を
行

っ
て
き
た
。
七
〇
年
代
か
ら
八
○
年
代
に
は
軍
事
政
府
に

よ
る
大
規
模
な
弾
圧
に
遭
い
、
社
会
的
に
ス
テ
ィ
グ
マ
化
さ
れ
、
そ
の
中
で
宗

教
的

・
イ
デ
オ

ロ
ギ
i
的
な
葛
藤
と
転
換
を
繰
り
返
し
て
き
た
。
九

三
年

の

「民
主
化
」
以
降
に
は
、
労
働
者
と
そ
の
家
族
た
ち
か
ら
成
る
信
仰
共
同
体
の
育

成
、
ホ
ー
ム
レ
ス
問
題

へ
の
対
策
や
、
他
の
ア
ジ
ア
の
国
々
に
労
組
支
援
の
ノ

ウ
ハ
ウ
を
分
か
つ
活
動
な
ど
を
中
心
的
に
行

っ
て
い
る
(、δ

現
在
の
構
成
員
は
、

"実
務
者

"
と
呼
ば
れ
る
ス
タ
ッ
フ
9
名
(聖
職
者
3
名

・
非
聖
職
者
6
名
)と
、

一
般
信
徒
50
名
程
度

(大
人
約
7
割
、
男
女
比
約
2
対
5
)
か
ら
な
っ
て
い
る

〔.、δ
な
お
Y
教
会
に
は
、
他
の

"民
衆
教
会

"
と
同
様
に
、
長
老
会
派
に
属
し

な
が
ら

"長
老
"
の
役
職
を

一
般
信
徒
に
与
え
る
制
度
が
な
い
。
そ
の
代
わ
り
、

二
年
以
上
Y
教
会
に
通
う
素
行
が
優
良
な
成
人

一
般
信
徒
の
ほ
ぼ
半
数
が
、
選

挙
を
通
じ
て
任
期

一
年
の

"執
事

"
を
命
じ
ら
れ
、
教
会
の
委
員
会

(会
計

・

親
交

・
奉
仕
な
ど
)
を
分
担
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
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著
者
は
こ
の
教
会
に
つ
い
て
九

八
年
夏
よ
り
計
二
五
ヶ
月
の
現
地
調
査
を
行

っ
た
。
こ
の
間
に
ば
、
Y
教
会

の
教
会
史
や
マ
ス
コ
V・、
で
の
取
り
上
げ
ら
れ
方

な
ど
の
外
観
を
把
握
す
る
こ
と
か
ら
調
査
を
始
め
、
時
間
を
掛
け
で
内
部
に
同

化
す
る
こ
ど
に
よ
り
構
成
員
た
ち

が
持

つ
諸
々
の
内
観
を
理
解
し
よ
う
と
す
る

方
法
を
と
り
、
特
に
最
後
の
十
三
ヶ
月
に
は
著
者
自
身
が
Y
教
会
の
活
動
に
奉

仕
者
と
し
て

「参
与
観
察
」
し
た
。
本
稿
で
は
特
に
、
山
間
の
合
宿
施
設
を
借

り
て
府
わ
れ
た
Y
教
会

の
夏
季
修
練
会

(以
下
、
修
練
会
)
を
紹
介
す
る
。

修
練
会
は
、
韓
国
の
教
会
組
織

に
お
い
て
年
に
ふ
つ
う

一
～
三
回
ほ
ど
行
わ

れ
る
。
Y
教
会
の
場
合
に
は
、
宗
教
的
修
練
、、
一
般
信
徒
教
育
、
親
睦
と
慰
安

を
目
的
に
毎
年
の
夏
に

一
回
だ
け
行
わ
れ
て
き
た
。
本
年
の
修
練
会
は
、
「我
々

が
出
会

っ
た
主
」
と
題
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
宗
教
色
を
極
力
押
さ
え
て
修
練
会
を

行

っ
て
き
た
Y
教
会
に
お

い
て
初

め
て
宗
教
色
を
前
面
に
出
し
た
試
み
で
あ

っ

た
。
著
者
は
、
写
真
お
よ
び
映
像
記
録
係
と
し
て
こ
の
修
練
会
に
参
加
し
、
前

後
に
参
加
者
と
非
参
加
者
の
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
を
行

っ
た
。
以
下
、
登
場
人
物
は

す
べ
て
仮
名
と
す
る
。

2

破

"
国
際
情
勢
と

「○
○
ち
ゃ
ん
の
お
父
さ
ん
の
失
業
」

ゆ

セ

ヅ
テ

ィ
ン
グ

2
修
練
会
に
参
加
し
た
の
は
31
名

だ

っ
た
。
そ
の
中
か
ら
子
ど
も
10
名
と
べ
ビ

r

・
シ
ッ
テ
ィ
ン
グ
担
当

の
信
徒
1
名
を
除
い
た
20
名
が
、
本
章
の
登
場
人
物

の
母
体
と
な
る
コ
20
名
の
内
わ
け
は
、
教
会
ス
タ

ッ
フ
7
名

(男
性
5
名

・
女

、性
2
名
、
う
ち
聖
職
者
4
名
)
と

、

一
般
信
徒
13
名
(女
性
7
名

・
男
性
6
名
、

う
ち
執
事
τ
名
)
だ
。

.一
般
信
徒
の
出
席
率
が
低
く
な

っ
て
い
る
の
は
、
夫
や

、
子
ど
も
た
ち
が
Y
教
会
に
通

っ
て
い
な
い
女
性
信
徒
が
家
事
な
ど
の
理
由
で
参

加
で
き
な
か
っ
た
こ
と
や
、
金
曜
の
仕
事
を
休
め
な
か

っ
た
会
社
員
の
信
徒
が

多

い
こ
と
を
反
映
し
て
の
こ
ど
だ
。
子
供
た
ち
は
、
ベ
ビ
ー

・
シ

ッ
テ
イ
ン
グ

担
当
者
を
姉

の
よ
う
に
慕
う
1
名
を
例
外
と
し
て
、
親
が
参
加
し
な
い
限
り
修

練
会
に
参
加
し
な
か
っ
た
。
修
練
会
に
参
加
し
た

一
般
信
徒
た
ち
に
は
3
組
の

夫
婦
が
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
の
他
に
2
名

(男
女
各
1
名
)
も
配
偶
者
は
欠
席

で
あ
る
が
子
ど
も
連
れ
で
参
加
し
た
。
非
聖
職
者

の
ス
タ
ッ
フ
が
2
名
欠
席
し

た
理
由
は
、
入
院
中
の
た
め
と
、
海
外
出
張
の
た
め
だ

っ
た
。

表1:Y教 会2001年 夏季修練会日程

 

修
練
会
の
具
体
的
内
容
ば
、
表
1
に
示
し
た
日
程
表
の
通
り
だ
。
チ
ャ
ー
タ

ー

・
バ
ス
で
合
宿
施
設
に
入
り
、
ま
ず
そ
の

一
室
で

「開
会
の
礼
拝
」
を
行
う
ρ
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Y
教
会
の
あ
ら
ゆ
る
礼
拝
は
、
引
導
担
当
牧
師
で
あ
る
王
牧
師
(37
歳
男
性
)に
よ

」
っ
て
主
導
さ
れ
る
。
こ
の
修
練
会

で
も
、
礼
拝
と
名
の
付
く
部
分
は
王
牧
師
が

主
導
し
た
。
次
に
、
「自
分
と
の
出
会

い
」
と
い
う
名
目
で
、.
王
牧
師
が
用
意
し

た
心
理
テ
ス
ト
(エ
ご
ア
グ
ラ
ム
)〔、
}を
各
自
が
行

い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
自

・

己
実
現

の
た
め
の
方
針
を
話
し
合
う
。
夕
食
の
後
に
は
、
電
子
ピ

ア
ノ
の
伴
奏

に
合
わ
せ
て
讃
美
歌
を
斉
唱
す
る
時
間
が
あ
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
は
、
「讃
美
歌

斉
唱
」
の
時
間
の
み
な
ら
ず
全
て
の
式
次
第
の
合
間
に
歌
が
数
曲
ず
つ
歌
わ
れ
、

そ
れ
ら
は

デ
般
に
讃
美
歌
と
言
わ
れ
る
も
の
だ
け
で
は
な
い
。
日
曜
礼
拝
に
も

見
ら
れ
る

"民
衆
教
会
"
の
讃
美
歌

の
蒋
徴
は

一
般
的
な
讃
美
歌
に
若
干
の

"民

衆
歌
謡

"
が
混
ざ

っ
て
い
る
点
に
あ
り
、
こ
の
修
練
会
で
歌
わ
れ
た
歌
も
八
○

年
代
の
フ
ォ
ー
ク

・
ソ
ン
グ
や
学
生
運
動
歌
が
全
体
の
約
二
割
を
占
め
て
い
た
。

初
日
の
最
後
に
は
、
参
加
者
各
自
が

「主
」
に
出
会

っ
た
瞬
間
(入
信
の
経
緯

・

奇
跡
に
触
れ
た
経
験

・
加
護
を
感
じ
た
時
)の
話
を
す
る

「告
白
の
時
間
」
が
あ

り
、
王
牧
師

の
司
会

の
も
と
で
各
自

一
回
ず

つ
そ
れ
を
告
自
し
た
。

一
日
目
の

終
わ
り

の
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
で
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
準
備
し
た
聖
職
者
を
含
む
数

人
の
参
加
者
が
、
宗
教
的
風
潮
が
強
い
今
年
の
修
練
会
に
違
和
感
を
感
じ
る
と

語

っ
た
。

二
日
目
は

「早
朝
礼
拝
」
か
ら
始
ま
り
、
二
つ
の
セ
ミ
ナ
ー
が
行
わ
れ
た
。

大
学
院
で
神
学
修
士
の
学
位
を
取
得

し
て
問
も
な
い
宋
伝
道
師
(31
歳
女
性
)に
よ

っ
て
執
り
行
わ
れ
た

「霊
性
生
活

セ
ミ
ナ
ー
」
で
は
、

"霊
性

"
と
い
う
概
念

が
神
学
界
で
見
直
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
、
精
神
的
な
信
仰
生
活
を
再

考
す
る
こ
と
が
説
か
れ
た
。
こ
の
次
に
、
本
章
で
詳
細
に
扱
う

「新
自
由
主
義

セ
ミ
ナ
ー
」
が
行
わ
れ
た
。
昼
食
後
に
は
、
子
ど
も
た
ち
と
の
プ
ー
ル
遊
び
が

行
わ
れ
、
こ
の
修
練
会
の
目
的
の

一
つ
だ

っ
た

「共
同
体
契
約
文
の
準
備
の
た

め
の
討
論
」

へ
と
続
い
た
。
こ
れ
は
、
Y
教
会
が
長
老
会
派
の
中
で
の
昇
格
を

果
た
す
の
を
機
会
に
、
自
集
団
を
特
徴
づ
け
る
意
味
で
集
団
内
の
約
束
事
を
決

め
よ
う
と
い
う
も
の
だ
。

"
一
般
教
会

"
/

"民
衆
教
会
"
の
別
を
問
わ
ず
、
他

に
も
既
に
こ
の
よ
う
な
契
約
文
を
持

つ
教
会
は
あ
る
。
執
事

の
選
出
規
定
等

の

制
度
上
の
規
約
は
既
に
完
備
さ
れ
て
い
る
の
で
、
」こ
こ
で
は
生
活
規
律
が
話
し

合
わ
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
日
の
最
後
に
は
、
参
加
者
各
泊
が
暗

い
部
屋
で
火
が

灯

っ
た
蝋
燭
を
持

っ
て
輪
に
な
り
、
自
発
的
に
、
し
か
し
必
ず
各
宿

一
回
、
順

に
自
分
の
罪
を
告
白
し
て
懺
悔
す
る
と
い
う

「蝋
燭
の
火
の
礼
拝
」
が
行
わ
れ

た
。
こ
こ
で
懺
悔
が
済
ん
だ
者
は
、
自
分
の
蝋
燭
を
消
し
て
円
の
中
心
に
進
み
、

そ
こ
に
置
か
れ
た
長
さ

一
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
十
字
架
に
釘
を
打
ち
、
ま
た
も
と

の
位
置
に
戻
り
次
の
者
の
懺
悔
を
聞
く
。
二
日
目
の
終
わ
り
に
は
多
数
の
参
加

者
が
、
合
宿
所
の
前
で
夜
更
け
ま
で
.冗
談
を
言
い
合

い
、
夜
食
と
ビ
ー
ル
を
分

け
合

っ
て
い
た
〔,す

三
旧
目
の

「早
朝
礼
拝
」
は
、
予
定
に
は
な
か
っ
た
が
有
志
に
よ
旺
急
遽
と

り
行
わ
れ
た
。
聖
職
者
の
中
に
も
参
加
し
な
か

っ
た
者
が
お
り
、
参
加
者
に
は

特
徴
が
見
ら
れ
な
か

っ
た
。
最
後
に

「月
例
親
睦
会
」
と
し
て
聖
書

の
内
容
に

関
す
る
ク
イ
ズ
大
会
を
親
交
委
員
が
催
し
、
「閉
会
の
礼
拝
」
で
終
わ

っ
た
。
・

つ
ま
り
こ
の
修
練
会
は
A
①
過
去
か
ら
現
在
ま
で
の
自
分
を
考
え
直
し
、
②

現
在
の
周
囲
の
状
況
を
再
把
握
し
、
③
各
自

の
生
活
の
場
と
し
て
の
教
会

の
未

来
像
を
設
計
す
る
と
い
う
流
れ
を
持

つ
.も
の
だ

っ
た
。
本
稿
が
言
及
す
る

「新

自
由
主
義
セ
ミ
ナ
i
」
は
、
こ
の
中
で
②
に
位
置
す
る
。
な
お
、
「新
自
由
主
義

と
は
何
で
す
か
」
と
い
う
質
問
を
セ
ミ
ナ
ー
前
に
し
て
お
い
た
と
こ
ろ
、
1
名
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の
例
外
を
除
き
全
て
の

一
般
信
徒
た
ち
は
、
こ
と
ば
自
体
を
聞
い
た
こ
と
は
あ

る
も
の
の
、
ど
う

い
う
意
味
か
は
分

か
ら
な
い
と
い
う
よ
う
に
答
え
た
。

」

こ
の
セ
ミ
ナ
ー
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
セ
ミ
ナ
i
自
体
が
始
ま
る
前
に
既
に
始

ま

っ
て
い
た
。
長
老
会
派
の
中
で
の
昇
格
に
伴
い
、
Y
教
会
は
内
部
の
労
働
運

動
組
織
体
と
宗
教
組
織
体
を
明
確

に
分
離
す
る
こ
ど
と
な

っ
た
。
こ
の
分
離
は
、
、

両
者
が
今
後
も
同
じ
建
物
内
に
同
居
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
、
た
だ
組
織
構

成

・
活
動
の
責
任

・
予
算
を
明
確
に
区
分
し
よ
う
と
い
う
だ
け
の
こ
と
を
意
味

す
る
。
よ

っ
て
全
て
の

一
般
信
徒
が
こ
の
決
定
に
賛
成
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
。

だ
が
、
信
仰
生
活
と
社
会
参
与
の
調
和
と
い
う
Y
教
会

の
四
〇
年
以
上
の

「伝

統
」
を
捨
て
る
こ
と
に
対
し
、

一
部
の

一
般
信
徒
は
Y
教
会
が

"
一
般
教
会

"

化
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
を
漏
ら
し
て
も

い
た
。

、

「新
自
由
主
義
セ
ミ
ナ
ー
」

の
直
前

に
開
か
れ
た

「霊
性
生
活
セ
ミ
ナ
ー
」
の
後

半
で
は
、
そ
の
セ
ミ
ナ
ー
が
信
仰

生
活

の
重
要
性
を
強
調
し
よ
う
と

い
う
意
図

に
よ
る
も
の
か
と

い
う

一
般
信
徒

の
質
問
が
殺
到
し
た
。
宋
伝
道
師
は
信
仰
生

活
の
重
要
性
を
再
考
し
よ
う
と
の
意
図
だ
と
説
明
し
た
が
、
特
に

"執
事

"
た

ち
は
穏
や
か
で
は
な
ぐ
、
遂
に
申
執
事
(36
歳
女
性
)が
修
練
会
自
体

へ
違
和
感
を

表
明
し
た
。

「今
回
の
修
練
会
が
う
ち
の
教
会
で
初
め
て
主
を
主
題
に
し
た
も
の
だ
と

い
う
こ

と
は
、
意
味
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
(中
略
)で
も

…

、
正
直
言
っ
て
私
は
ち

ょ

っ
と
負
担
で
す
。
」

宋
伝
道
師
の
返
答
を
待
た
ず
、
朱
執
事
へ36
歳
男
性
)は
食
ら
い
つ
い
た
。

「宋
伝
道
師
様
が
お
っ
し
ゃ
る
霊
性
と
は
、

一
般
教
会
で
言

っ
て
い
る
の
よ
う
な

も

の
で
は
な
い
と
思
う

の
で
す
が

…

。

一
般
教
会

の
霊
性
の
概
念
は
神
秘

主
義
に
陥
り
が
ち
で
す
つ
(中
略
¥
そ
う

い
っ
た
教
会
と
う
ち
の
教
会
の
違
い
は
、

う
ち
の
教
会
が
人
間
中
心
的
で
あ
る
こ
と
で
す
。
(中
略
)。

一
般
教
会
の
立
場
と

の
違
い
を
、
も
し
あ
る
な
ら
、
明
白
に
し
て
下
さ
い
。」

宋
伝
道
師
は
、
「罪
悪
感
を
呼
ぼ
う
と
い
う
の
で
は
な
く
」
と
何
度
も
強
調
し
な

が
ら
、
神
学
者
の
こ
と
ば
を
引
用
し
な
が
ら
朱
執
事
の
質
問
に
答
え
た
。
.こ
こ

で
言
う

"霊
性
生
活
・
と
は
、
「人
間
Z
し
て
の
キ
リ
ス
ト
者
」
が
送
る

「多
様

な
実
践
の
集
合
体
と
し
て
の
生
活
」
を
表
す
の
で
あ
り
う
祈
祷
ば
か
り

の
生
活

や
古
典
的
な
禁
欲
生
活
を
意
味
し
な
い
と
語

っ
た
。
間
髪

い
れ
ず
そ
れ
を
砕

い

て
説
明
し
た
洪
牧
師
は
続
け
た
。

「祈
る
だ
け
が
霊
性
生
活
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
色
々
な
霊
性
生
活
が
あ
り
え
ま
す
。

(中
略
)運
動
だ
け
し
て
い
る
霊
性
生
活
を
送
る
の
か
。
い
ま
韓
国
に
は
、
我
々
が

霊
性
と
い
う
こ
と
ば
を
通
じ
て
我
々
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
探
さ
ね
ば
な
ら

な
い
、
そ
ん
な
時
が
来
て
い
る
で
し
ょ
う
?
」

こ
の
よ
う
に
し
て
結
局
は
、
宋
伝
道
師
ら
が
従
来
に
目
指
し
た
信
仰
生
活
の

重
要
性
を
再
考
と

い
う
目
的
か
ら
外
れ
、
社
会
参
与
も
信
仰
の

一
.形
態
だ
と

い

う
Y
教
会
の
伝
統
的
な
考
え
方
を
再
確
認
す
る
だ
け
で

「霊
性
生
活
セ
ミ
ナ
ー
」

は
終

っ
た
。
休
憩
時
間
の
聖
職
者
た
ち
は
、
集
ま

っ
て
修
練
会
に
意
図
さ
れ
た

①
～
③

の
流
れ
を
再
確
認
し
、
運
動
の
中
で

「純
粋
な
信
仰
」
が
軽
視
さ
れ
て

い
る
と

い
う
宋
伝
道
師
の
話
は
間
違
い
で
は
な
い
が
、
今
回
は
荒
治
療
す
ぎ
た

と
い
う
認
識
で
合
意
し
た
と

い
う

m̂
ご

一
般
信
徒
た
ち
も
、
点
々
と
集
ま
り
話

し
て
い
た
。
喫
煙
所
の
前
に
集
ま

っ
た
男
性
た
ち
は
、
「宋
伝
道
師
も
ま
だ
ま
だ

若

い
っ
て
こ
と
だ
ね
」
と
茶
化
し
、
Y
教
会

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は

「歴
史

的
に
」
労
組
支
援

に
し
か
な

い
な
ど

の
話
を
し
て
い
た
。
そ
し
て
午
前
十
時
。
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丶

「新
自
由
主
義
セ
ミ
ナ
i
」
の
時
間
が
来
た
。

創

段
階

=

知
識
人
の
権
威
と

イ
メ
ー
ジ
の
付
与

「新
自
由
主
義
セ
ミ
ナ
ー
」
は
、
予
定
を
変
え
て
Y
教
会
の
責
任
者
で
あ
る
白

牧
師
(45
歳
男
性
)の
話
か
ら
始
ま

っ
た
。
白
牧
師
は
、
黒
板
に

「自
己
発
見
↓
霊

性
↓
社
会

・
民
主
実
現
」
と
書
き
な
が
ら
、
こ
の
修
練
会
の
意
図
さ
れ
た
流
れ

を

一
般
信
徒
た
ち
に
初
め
℃
説
明
し
た
。
神
妙
に
た
だ
聞
い
て
い
る
ば
か
り
の

人
々
の
前
で
、
マ
イ
ク
は
白
牧
師
か
ら
富
執
事
(35
歳
女
性
)に
渡
っ
た
。
本
来
こ

の
セ
ミ
ナ
ー
は
、
あ
る
名
門
大
学

で
社
会
学
の
博
士
号
を
取
得
し
労
働
問
題
関

係
の
研
究
所
に
勤
め
て
い
る
丁
執
事
(40
歳
男
性
)に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
丁
執
事
が
仕
事

の
関
係
で
遅
れ
て
来
る
こ
と
と
な

っ

た
た
め
、
労
働
者
を
対
象
と
し
た
私
的
な
夜
学
で
以
前
に
同
様
の
セ
ミ
ナ
ー
を

受
け
た
こ
と
が
あ
る
富
執
事
が
行

っ
た
。

修
練
会
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
冊
子
に
は
、
高
麗
大
学
教
授
の
も
の
と
さ
れ
る

「新

自
由
主
義
が
生
ん
だ
旦
ハ体
的
な
諸
影
響
」
と
い
う
A
4
サ
イ
ズ
四
ペ
ー
ジ
の
文

章
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
(n
v。
富
執
事

は
こ
れ
を

「新
自
由
主
義
に
つ
い
て
端
的

か
つ
的
確
に
要
約
し
て
い
る
」
と
評
価
し
、
参
加
者
た
ち
に
輪
読
さ
せ
た
。

テ
キ
ス
ト
の
序
章

コ

.
新
自
由
主
義

の
世
界
化
は
絶
望
の
世
界
化
」
は
、

以
下
の
よ
う
に
始
ま
る
。

「独
占
資
本
家
に
よ
り
主
導
さ
れ
る
新
自
由
主
義

の
世
界
化
の
結
果
は
、
(中
略
)

第
三
世
界
の
貧
困
化
と
希
望
の
喪
失
、
失
業

の
急
速
な
増
大
と
給
料
の
低
下
、

小
規
模
生
産
者
た
ち
の
倒
産
、
教
育
と
医
療
体
系
の
弱
化
、
自
立
性
と
自
律
性

の
破
壊
、
共
同
体
と
生
態
系
の
破
損
、
犯
罪
と
移
民
の
増
加
、
そ
れ
と
共
に
北

半
球
の
納
税
者
た
ち
に
対
す
る
収
奪
と
社
会
的
攻
撃
(社
会
保
障
を
後
退
)、
麻
薬

の
増
大
、
・温
室
効
果
な
ど
気
象
異
変
の
促
進
、
そ
し
て

一
部
の
世
界
的
既
得
圏

層
の
贅
沢
と
浪
費
、
資
本
の
過
剰
に
よ
る
縫
済
の
投
棄
化
、
金
持
た
ち
の
財
産

保
護
の
た
め
の
方
法
と
保
安
、
監
視
政
治

の
高
度
化
、
社
会
的
違
和
感

の
拡
散

な
ど
を
巻
き
起
こ
す
。」

こ
の
次
に
、
・「二
.
ア
フ
リ
カ
の
場
合
」
「三
.
南
米
の
場
合
」
「
四
.
東
ア
ジ
ア

の
場
合
」
「五
.
国
内
の
経
験
」
と
事
例
紹
介
が
続
き
、
最
後
に

「六
.
国
際
組

織

の
批
判
的
声
と
抵
抗
」
で
終
る
。
・

つ
ま
り
こ
の
セ
ミ
ナ
ー
は
、
「新
自
由
主
義
」
と
い
う
こ
と
ば

の
原
義
や
八
○

年
代
以
降
の
学
界
に
お
け
る
認
識
に
は
触
れ
ず
に
進
ん
だ
。
前
章
で
紹
介
し
た

学
説
史
お
よ
び
定
義
11
内
包
的
説
明
か
ら
で
は
な
く
、
彼
(女
)ら
は
そ
の
具
体
的

影
響
、
つ
ま
り
あ
る
種
の
外
延
的
説
明
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
と
一音
え
る
。

ζ
こ
で
着
目
す
べ
き
は
、
こ
の
外
延
的
説
明
の
方
法
で
あ
る
。
こ
の
テ
キ
ス

ト
で
は

「新
自
由
主
義
」
が
、
何
の

「合
理
的
」
説
明
も
な
し
に
、
そ
九
自
体

が
既
に
悪

い
イ
メ
ー
ジ
を
持

つ
よ
う
な
こ
と
ば
に
結
び
付
け
ら
れ
、
そ
れ
ら
の

長
い
羅
列
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
こ
と
ば
の
多
数
は
、
参
加

者
た
ち
に
と

っ
て
日
常
用
語
で
は
な
く
、
ま
た
何
ら
か
の
学
問
領
域
で
既
に
議

論
さ
れ
決
定
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
だ
と
い
う
印
象
を
人
々
に
与
え
る
。
後
日

に
参
加
者
た
ち
に
行

っ
た
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
で
盧
氏
(33
歳
男
性
)は
語

っ
た
。

「正
直
(
俺
に
は
間
違
っ
て
る
と
言
え
な
い
内
容
じ
ゃ
な
い
か
つ
専
門
家
た
ち
が

そ
う
言
う
ん
だ
ろ
?

な
ら
そ
う
な
ん
だ
ろ
う
と
思
う
だ
け
ざ
。
(中
略
)俺
に
は

生
態
系
を
語
れ
な
い
よ
。
厄
介
す
ぎ
る
。」
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飽

段
階

二

闘
概
念
の
再
解
釈

ど
キ
ー
ワ
ー
ド
化

テ
キ
ス
ト
を
読
み
終
わ
っ
た
時
点
で
、
申
執
事
が

「新
自
由
主
義
は
ど
》.」
か

・ら
始
ま

っ
た
の
で
す
か
」
と
質
問
し
た
。
富
執
事
は
、
し
き
り
に
上
を
見
な
が

ら

、
し
か
し
.「講
師
の
先
生
」
よ

ろ
し
く
答
え
た
。

「英
国
で
現
れ
ま
し
た
。
あ
の
で
す
ね
。
英
国
は
言

っ
て
も
福
祉
国
家
だ

っ
た
ん

で
す
が
、
福
祉
国
家
と
し
て
国
民
た
ち
全
体
で
、
こ
う

:

・
よ

い
暮
ら
し
を

し

て

い
た

ん

で
す

が
、

あ

る

日
気

が
付

く
と

・

・
」
・
福

祉

病

と

い
う

…

病

気
に
掛
か
つ

て
し
ま

っ
た
ん
で
す
よ
。
だ
か
ら
こ
れ
じ

ゃ
駄
目
だ
と
、
自

由

・
・
航
自
由

…

自
由
市
場

に
任
せ
な
き

や
と
。
(中
略
)世
界
化
と

い
う
の

は

で
す
ね
。

ほ
ら
ビ

ル

・
ゲ
イ

ツ
み
た

い
な
人
が
、
世
界

の
ど
こ
に

で

も
、

炉
・
・
ア
フ
リ
カ
み
た
い
な

国
に
も

コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
を
売
ろ
う
と
し
た
か

ら
で
す
。
(後
略
ピ

続
い
て
、
ア
ジ
ア
の
途
上
国
に
Y
教
会
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
提
供
す
る
こ
と
を
専
任

業
務
と
し
て
い
る
洪
牧
師
が
、
ア
ダ
ム

・
ス
ミ
ス
の

「神
の
手
」
の
話
を
用
い

て
イ
ギ
リ
ス
経
済
に
つ
い
て
の
長

い
追
加
説
明
を
行

っ
た
。
ま
た
彼
は
、
「新
自

由
主
義
」
の
反
対
が
〈
社
会
主
義
〉
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
し
た
。

「新
自
由
主
義
の
反
対
は
、
民
主
主
義
が
主
導
す
る
経
済
政
策
、
民
主
主
義
の
共

同
体
と
文
化
が
主
導
す
る
経
済
政
策

、
民
主
主
義
の
経
済
政
策
で
す
。」
.

こ
れ
に
よ
り

「新
自
由
主
義
」
は
、
.〈
民
主
主
義
V
と

い
う
こ
と
ば
の
敵
と
な

っ
た
。
そ
れ
自
体
も
民
衆
に
と

っ
て
は

「厄
介
」
な
こ
と
ば
で
あ
る
〈
民
主
主

.

義
〉
は
、
ど
の
よ
う
な
近
代
社
会
に
お
い
て
も
美
徳
の
キ
ー
ワ
ー
ド
だ
[oh.
O
o一①

白
O
Φ
。。"
一
一
居
太
田

b。8
Ω
㊤
一
-りN
]。

同
時
に
、
現
代
韓
国
社
会
に
お

い
て

一
大
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
な

っ
て
い
る
く
国

際
化
〉
が

「世
界
化
」
と
区
別
さ
れ
た
。

「新
自
由
主
義
の
世
界
化
と

い
う
の
は
国
際
化
の
こ
と
と
は
違
い
ま
す
。
国
際
化

と

い
う

の
は
、
例
え
ば

「英
語
の
国
際
化
」
と

い
う
よ
う
に
使
え

る
で
し
ょ

う
?

問
題
は
、
新
自
由
主
義
の
よ
う
な
非
民
主
主
義
的
な
も
の
ま
で
世
界
化
さ

れ
て
し
ま
う
点
に
あ
り
ま
す
。」

崔
氏
(37
歳
女
性
)が
言

っ
た
。

「前
に
ニ
ュ
ー
ス
で
、
ス
イ
ス
の
ジ
ェ
ノ
バ
で
世
界
化
に
反
対
し
て
示
威
が
あ

っ

て
、一
人
が
死
ん
だ

っ
て
、
言

っ
て
ま
し
た
よ
ね
珍̂
)。
そ
う

い
う
場
合
の
世
界
化

に
反
対

っ
て
い
う
話
も

…

。」

こ
れ
で
〈
国
際
化
〉
が
持

つ
美
徳
の
キ
ー
ワ
ー
ド
性
が
こ
の
議
論

の
本
筋
に
影

響
を
及
ぼ
さ
.な
く
な

っ
た
。

こ
こ
で
言
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
洪
牧
師
の
仕
事
場
で
あ
る
国
際

事
業
部
が

「活
動
の
国
際
化
」
を
掲
げ
る
こ
と
で
自
身
を
正
当
化
し
て
お
り
[太

田

N
OO
一]、
日
常
の
活
動
に
お
い
て
く
国
際
化
V
の
キ
ー
ワ
ー
ド
性
を
戦
略
的
に

.
利
用
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
だ
。
「新
自
由
主
義
の
世
界
北
」
を
糾
弾
す
る
に
あ

た
り
く
国
際
化
V
と

い
う
こ
と
ば
に
悪

い
印
象
が
及
ん
だ
場
合
、
必
然
的
に
彼

は
自
ら
の
活
動
の
正
当
性
を
脅
か
さ
れ
、
Y
教
会
に
お
け
る
存
在
意
義
を
失
う

こ
と
す
ら
予
想
で
き
る
。
彼
に
ど

つ
て
こ
の
発
言
は
、
「新
自
由
主
義
」
を
説
明

す
る
た
め
の
み
な
ら
ず
、
自
ら
の
職
の
安
全
の
た
め
に
も
必
要
だ

っ
た
。

こ
こ
ま
で
で
、
既
に
諸
々
め
悪

い
イ
メ
ー
ジ
を
付
与
さ
れ
、
か
つ
く
民
主
主

義
V
の
敵
と
さ
れ
た

「新
自
由
主
義
」
は
、
悪
徳
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
の
性

質
を
帯
び
始
め
て
い
た
。

.

104



ノ

.⑳

段
階
三

"
悪
徳

の
可
視
化
と

「
誤
解
」

前
段
階
か
ら
始
ま

っ
た

「新
自

由
主
義
」
と
い
う
概
念
の
再
解
釈
は
、
と
つ

ぜ
ん
新
た
な
方
向

へ
と
向
か
い
始
め
た
。
白
牧
師
が
黒
板
に

「資
本
の
原
理
(責

任
)」
と
書
く

一
方
で
、
王
牧
師
が

こ
こ
ま
で
の
内
容
を
再
び
整
理
し
、
「我
々

の
問
題
と
し
て
、
可
視
化
し
て
、
考
え
直
し
て
み
ま
し
ょ
う
」
と
付
け
加
え
た

の
だ
。
富
執
事
が
王
牧
師
の
発
言

の
意
図
を
明
ら
か
に
す
る
形
で
補
足
し
た
。

「国
家
が
そ
れ
を
保
護
で
き
な

い
状
態
に
な
る
ん
で
す
よ
ね
。
I
M
F
の
よ
う

に
。」
だ
か
ら
こ
そ
話
を
生
活
レ
ベ
ル
ま
で
下
げ
よ
う
と
言
う
の
だ
。

少
し
ず

つ
く
新
自
由
主
義
V
と
い
う
悪
徳
が
各
個
人
の
日
常
生
活
に
結
び
付

け
ら
れ
始
め
た
。
ま
ず
池
氏
(鈎
歳
男
性
)が
発
言
し
た
。
「そ
う

い
う
傾
向
の
た

め
に
I
M
F
が
発
生
し
た
ん
じ
ゃ
な

い
で
す
か
?

東
南
ア
ジ
ア
や
東
北
ア
ジ
ア

で
は
。
」
洪
牧
師
が
横
槍
を
挟
ん
だ
。
「
I
M
F
だ
け
じ
ゃ
な

い
で
し
ょ
う
。

我
々
は
I
M
F
し
か
知
ら
な
い
け
ど
。
(後
略
と

こ
こ
で
白
牧
師
が
韓
国
の
歴
代

政
権
に
よ
る
経
済
政
策
を
説
明
し
た
。
そ
れ
を
受
け
朱
執
事
は
、.
「お

っ
し
ゃ
る

こ
と
は
分
か
る
ん
で
す
が
」
と
前
置
き
し
、
「実
生
活
は
、
(中
略
)世
界
的
な
経

」済
体
制
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
な
い
こ
と
も
あ
る
け
ど
、
そ
う

い
う
こ
と
を

ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の
か

…

」
と
首
を
ひ
ね

っ
た
。
.白
牧
師
は
、
「こ
れ
は

新
自
由
主
義
の
せ

い
で
あ
り
、
単

な
る
経
済
の
話
だ
け
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
と

い
う
こ
と
で
す
。
政
治
体
系
を
変
え

て
し
ま
う
こ
と
で
あ
り
、
社
会
文
化
を
変

え

て
し
ま
う
こ
と
で
あ
り
、
我
々
が
先
天
的
に
持

っ
て
い
る
韓
国
文
化
も
影
響

を
受
け
て
い
ま
す
。
ど
ん
な
影
響
を
受
け
℃
い
る
か
は
、
個
人
に
よ

っ
て
違
う

も
の
な
ん
で
す
け
ど
ね
。
(後
略
と

洪
牧
師
は
、
こ
の
問
題
が
個
人
の
雇
用
や
家

族
、
果
て
は
エ
イ
ズ
問
題
に
ま
で
影
響
し
て
い
る
こ
と
を
論
じ
、
「だ
か
ら
ア
ジ

ア
の
国
々
は
連
帯
し
て
こ
の
問
題
を
解

い
て
掛
か
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
自
身

の
活
動
に
話
を
持

っ
て
き
た
。

吉
氏
(46
歳
女
性
)は
、
横
に
い
る
著
者
だ
け
に
聞
こ
え
る
よ
う
に
、
「そ
り

ゃ

関
係
な

い
で
し
ょ
」
と
囁
い
た
。
学
習
塾

の
講
師
で
あ
る
彼
女
は
、
あ

る
名
門

大
学
で
韓
国
近
代
政
治
史
に
つ
い
て
研
究
七
た
経
歴
を
持

つ
文
学
博
士
で
あ
る
。

こ
の
セ
ミ
ナ
ー
の
間
ず

っ
と
ボ
ー
ル
ペ
ン
を

い
じ

っ
た
り
冊
子
に
落
書
き
し
た
.

り
し
て
お
り
、
口
を
開
い
た
の
は
こ
の
時
が
最
初
で
最
後
だ

っ
た
。

洪
牧
師
の
発
言
に
よ
り
、
議
論
は
国
際
的
な
問
題
の
把
握
か
ら
彼
(女
)ら
の
活

動
上
で
の
問
題

へ
と
移

っ
た
。
富
執
事
が
人
々
の
意
見
を
求
め
て
言

っ
た
。

「
で
も
問
題
は
、
資
本
の
速
度
に
比
べ
て
民
衆
た
ち
の
抵
抗
や
生
存
権
の
確
保
の

た
め
の
闘
争
は
遅
い
。
そ
れ
な
ん
で
す
。
我
々
に
は
受
動
的
に
す
る
し
か
な

い

な
ど
と
い
う
制
約
が
多
い
の
で
す
け
ど

・
し
・
。
な
ぜ
?
」

察
執
事
(36
歳
女
性
)が
、
問
題
が
大
き
い
た
め
そ
れ
に
関
わ
ろ
う
と
い
う
姿
勢
を

持

つ
の
が
難
し
い
点
と
、
マ
ス
コ
ミ
が
こ
の
問
題
を
扱
わ
な

い
の
で
問
題
に
気

付
く
こ
と
自
体
も
難
し
い
点
を
挙
げ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
白
牧
師
が
国
家
的
水

準

へ
と
話
を
戻
し
つ
つ
発
言
し
た
。
七
〇
年
代
の
韓
国
で
朴
正
熙
が
開
発
独
裁

を
進
め
た
の
も

「薪
自
由
主
義
」
的
状
況
の
た
め
で
、
「新
自
由
主
義
」
に
冠
す

る
問
題
意
識
の
難
し
さ
だ
け
を
認
め
た
ら
朴
正
熙
の
独
裁
を
な
か
な
か
粉
砕
し

得
な
か

っ
た
当
時
の
民
衆
と
同
じ
だ
と
言

っ
た
。
苦
笑
い
が
起
こ
っ
た
。
朱
執

事
が
、
七
〇
年
代
と
今
と
で
は
状
況
が
違
う
と
反
論
し
、
問
題
化
の
困
難
さ
と

問
題
意
識
を
共
有
し
た
人
々
の
活
動
は
直
接
関
係
が
な
い
と
説
い
た
。

若
干
の
静
寂
。
王
牧
師
が
実
弟
の
失
業
問
題
を
語
り
出
し
た
。
要
約
す
る
と
、

以
下
の
通
り
だ
。
彼
の
弟
は
病
弱
で
、
銀
行
の
電
算
室
で
の
過
労
に
よ
り
内
臓
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を
弱
ら
せ
た
。
医
師

に
手
術
を
勧

め
ら
れ
た
が
、
銀
行
は
欠
勤
を
認
め
な

い
。

そ
の
上
、
会
議
を
す
べ
て
英
語
で
行
う
社
則
を
作
り
、
夜
遅
く
ま
で
残
業
す
る

弟
に
英
会
話
学
校

へ
通
ヶ
こ
と
ま

で
求
め
た
。
・更
に
弟
は
、
二
年
間
の
契
約
社

員
と

い
う
待
遇
に
リ
ス
ト
ラ
さ
れ
た
。
更
な
る
過
労
に
苦
し
ん
だ
弟
は
、
遂
に

手
術
す
る
こ
と
に
な
り
、
解
雇
さ
れ
た
。

人
々
は
神
妙
な
面
持
ち
に
な

つ
た
。
特
に
経
済
危
機
以
降
に
は
、
こ
の
よ
う

な
話
が
身
の
ま
わ
り
に
溢
れ
て
い
る
。
再
び
静
か
に
な

っ
た
と
こ
ろ
で
、
富
執

事
が
た
め
息
を

つ
い
て
言
っ
た
。

「私
た
ち
、
資
本
な
し
で
生
き
て
い
け
る
?

私
も
I
M
F
が
吹
き
荒
れ
た
時
に

は
人
事
じ
ゃ
な
か

っ
た
わ
。
(中
略
)ぞ
ん
な
場
合
(家
計
の
危
機
-

著
者
註
)に

ま
ず
私
た
ち
が
出
来
る
対
策
は
、
教
会

へ
の
献
金
を
減
ら
す
こ
と
よ
ね
。
」

大
き
な
笑

い
が
起
こ
り
、
池
氏
が

「駄
目
で
し
ょ
」
と
叫
ん
だ
。
富
執
事
が
再

び
日
常
生
活
の
話
か
ら
考
え
よ
う
と
強
調
し
、
池
氏
が
未
来
を
予
測
し
な
が
ら

話
そ
う
と
提
案
し
た
。
そ
れ
を
受

け
、
中
学
校
の
音
楽
教
師
で
あ
る
蔡
執
事
が

韓
国
で
予
定
さ
れ
て
い
る
十
学
年
制
導
入
の
話
を
始
め
た
。
小
学

}
年
生
か
ら

高
校

一
年
生
ま
で
を
十
年

一
貫
教
育
で
教
え
る
十
学
年
制
は
、
も
と
も
と
欧
米

の
制
度
で
あ
る
点
、
そ
れ
に
よ
り
、
今
ま
で
安
全
な
職
業
で
あ

っ
た
教
員
も
解

雇
の
危
機

に
さ
ら
さ
れ
る
点
、
教
育
内
容
の
質
が
低
下
す
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
」

る
点
が
報
告
さ
れ
た
。
.ま
た
、
し

か
し
現
状
で
さ
え
教
師
の
不
足
に
よ
り
担
当

す
る
授
業
が
多
く
、
研
究
や
雑
務

の
時
間
が
十
分
に
持
て
な
く
、
教
員
の
負
担

も
教
育

の
質
も
問
題
が
多

い
と
指
摘
さ
れ
た
。
続
け
て
丁
博
士
の
妻
で
あ
る
徐

執
事
(40
歳
女
性
)が
、
丁
博
士
の
労
働
環
境
に
つ
い
て
報
告
し
た
。
.丁
博
士
も
.

前

の
職
場
の
労
働
環
境
に
不
満
を
持
ち
今
の
研
究
所
に
移

っ
た
が
、
二
年
契
約

の
雇
用
体
系
で
あ
り
、
し
か
も
年
俸
制
で
あ
る
た
め
、
無
理
な
激
務
を
引
き
受

け
が
ち
だ
と
い
う
。

少
し
問
を
空
け
、
徐
執
事
が
言

っ
た
。

「労
働
現
場
で
の
契
約
雇
用
制
も
、
英
語
の
公
用
化
も
、
十
学
年
制
も
、
年
俸
制

も
、
み
な
新
自
由
主
義
的
な
世
界
化
の
結
果
で
す
。
正
直
言

っ
て
、
○
○
ち

ゃ
・

ん
の
お
父
さ
ん
の
失
業
だ

っ
て
、
そ
う

い
っ
た
こ
と
の
せ
い
で
す
よ
ね
。
悲
惨

な
状
況
で
す

…

。
本
当
に
。」

十
二
時
が
過
ぎ
た
。
富
執
事
が
最
後
の
こ
と
ば
を
述
べ
た
。

、「こ
れ
は
実
に
大
き
な
問
題
で
す
。
対
策
と
し
て
我
々
は
労
働
運
動
を
す
る
の
か
、

ど
う
す
る
の
か
。

…

そ
れ
は
ゆ
っ
く
り
考

え
て
い
き
ま
し
よ
う
。」

こ
の
セ
ミ
ナ
ー
に
参
加
し
て
い
た

一
般
信
徒

の
う
ち
1
人
を
除
く
12
人
に
後

日
行

っ
た
個
別
の
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
に
よ
れ
ば
、
結
果
と
し
て
こ
の
セ
ミ
ナ
ー
が

彼
(女
)ら
に
残
し
た
も
の
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

一
致
す
る
答
え
が
返
っ

て
き
た
。
彼
(女
)ら
が
こ
の
セ
ミ
ナ
ー
で
得
た
も

の
は
、
「新
自
由
主
義
」
の
定

義
で
も
、
そ
の
旦
ハ体
的
な
対
策
方
法
で
も
な
く
、
〈
新
自
由
主
義
〉
が
非
常
に

危
険
で
間
違

っ
た
考
え
方
で
あ
り
な
が
ら
世
界
に
蔓
延
し
よ
う
と
し
て
い
る
と

い
う
認
識
と
、
そ
れ
は
自
分
た
ち
の
日
常
生
活
に
ま
で
実
害
を
与
え
て
い
る
と

い
ろ
吾
心識
だ

っ
た
と
い
う
。

3

急

"
政
治
的
戦
略
と
巳
常
的
実
践

♂

灘

鼾

拝
の
攀

甚

の
何
人
か
が
冗
談
を
一言号

て
い
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る
の
が
.聞
こ
え
た
。
強
い
口
調
で
ま
く
し
立
て
る
あ
る
人
物
に
対
し
、
洪
牧
師

が
反
撃
し
て
い
た
。
「
こ
の
新
泊
由
主
義
み
た

炉
な
ヤ
ツ
め
!
」
そ
の
週
の
平
日

に
は
教
会
で
使
う
事
務
機
器
を
買
い
換
え
る
た
め
の
品
定
め
が
行
わ
れ
て
い
た
。

多
機
能
な
三
星
電
子
製
に
す
る
か
互
換
性
の
高
い
ヒ
ュ
ー
レ
ッ
ド

・
パ
ッ
カ
ー

ド
社
製
に
す
る
か
に
意
見
が
分
か
れ
た
。
盧
氏
が
言

っ
た
。
「新
自
由
主
義
に
抵

抗
し
て
三
星
に
し
ま
し
ょ
う
よ
。」
ま
た
数
週
間
が
過
ぎ
た
礼
拝
後
の
昼
食
時
、

炊
事
当
番
が
作

っ
た
ラ
ー
メ
ン
は
と

て
も
水
臭
か
っ
た
。
既
に
食
べ
始
め
て
い

た
崔
氏
が
こ
れ
か
ら
食
べ
よ
う
と
す

る
宋
伝
道
師
に
言

っ
た
。
「こ
の
ス
ー
プ
、

新
自
由
主
義
だ
わ
。
キ
ム
チ
を
入
れ
た
方
が
い
い
わ
よ
。」

こ
の
よ
う
に
Y
教
会
の
中
で
の

「新
自
由
主
義
」
の
意
味
の
逸
脱
は
、
原
義

が
曖
昧
だ
と
い
う
水
準
に
留
ま
ら
ず
、
悪
徳

の
キ
レ
ワ
ー
ド
の
域
に
及
ん
だ
。
.

つ
ま
り
、
思
想
や
経
済
政
策
を
示
す
だ
け
で
は
な
く
、
人
や
品
物
や
飲
食
物
の
.

味
な
ど
ま
で
を
ス
テ
ィ
グ

マ
化
す

る
た
め
に
使
わ
れ
る
こ
と
ば
と
な

っ
た
。
傾

向
と
し
て
、
Y
教
会
の
人
々
は
く
新
自
由
主
義
V
と

い
う
こ
と
ば
を
弱
者
虐
待

や
外
国
勢
力
に
リ
ン
ク
さ
せ
て
使
う

こ
と
も
感
じ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は

「新
自

由
主
義
セ
ミ
ナ
i
」
で
登
場
し
光
ビ

ル

・
ゲ
イ

ツ
や
西
欧
型
制
度
に
つ
い
て
の

言
及
が
影
響
し
て
い
る
も
の
と
推
測
で
き
る
。

以
上
の
よ
う
な
発
話
事
例
を
見
る
と
、
「新
自
由
主
義
セ
ミ
ナ
ー
」
が
彼
(女
)

ら
に
人
や
物
を
批
判
す
る
武
器
を
提
供
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
「キ
リ
ス
ト
教
の

教
義
は
ア
レ
ゴ
リ
ー
化
と

い
う
伝
統
を
踏
襲
し
て
き
た
」
[u
o
⊆
oq
一9
ω
一⑩O
①
"
。。①
]

と
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
従
う
な
ら
、

同
セ
ミ
ナ
ー
に
お
け
る
新
た
な
悪
徳
の
誕

生
は
、
Y
教
会
の
人
々
の
間
で
現
代
社
会
を
ア
レ
ゴ
リ
ー
化
し
た
結
果
だ

っ
た

と
も
考
え
ら
れ
る
α

〈
新
自
由
主
義
V
を
悪
徳
と
し
て
認
識
し
た
人
々
は
、
経
済
学
的
な
意
味
で
の

「新
自
由
主
義
」
に
対
し
て
も
、
強
く
否
定
す
る
立
場
を
取
る
。
修
練
会
に
参
加

し
な
か
っ
た

一
般
信
徒
の
柳
氏
(27
歳
男
性
)や
具
氏
(36
歳
女
性
)は
、
教
会
内
で

人
々
が
使
う
こ
と
ば
を
聞

い
て

「新
自
由
主
義
は
悪
い
も
の
だ
」
と
認
識
し
た

と
い
う
。
そ
の
結
果
と
し
て
例
烹
ば
テ
レ
ビ
の
討
論
番
組
で
あ
る
経
済
学
者
が

で

「新
自
由
主
義
」
の
利
点
に
つ
い
て
話
す
の
を
聞
い
た
時
、
そ
れ
を
見
て
い
た
富

執
事
と
柳
氏
は
テ
レ
ゼ
に
向
か

っ
て
罵
倒
し
、

一
人
は
部
屋
を
退
出
し
、
残
り

は
テ
レ
ビ
を
消
し
て
し
ま

っ
た
。
こ
れ
は

「新
自
由
主
義
セ
ミ
ナ
i
」
を
起
点

と
す
る
彼
(女
)ら
・の
〈
新
自
由
主
義
〉
論
議
が
、
彼
(女
)ら
の
政
治
文
化
を
形
成

し
て
い
っ
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
ゆ
な
ぜ
な
ら
柳
氏
の
場
合
で
明
ら
か
な

よ
う
に
、
文
脈
を
脱
し
悪
徳
と
し
て
言
説
化
さ
れ
た
く
新
自
由
主
義
V
と

い
う

こ
と
ば

へ
の
認
識

・
評
価

・
感
情
が
経
済
政
策
と
し
て
の

「新
自
由
主
義
」
に

・
対
す
る
認
識

・
評
価

・
感
情
に
反
映
さ
れ
、
そ
の

「誤
解
」
を
も
と
に
経
済
政

策
に
対
す
る
政
治
的
立
場
が
形
成
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

学
生
た
ち
の
勉
強
会
を
通
じ
て
キ
ャ
ン
パ
ス
で
広
が
る
く
新
自
由
主
義
V
と

」

い
う
こ
と
ば
は
、
学
生
た
ち
が
持

つ
知
識
量
を
反
映
し
て
Y
教
会
の
場
合
と
は
.

少
し
異
な
る
が
、
悪
徳
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
側
面
で
は
共
通
し
て
い
る
。
〈

新
自
由
主
義
V
へ
の
抵
抗
を
呼
び
か
け
て
壁
に
貼
ら
れ
た
ポ
ス
タ
ー
や
ス
テ
ッ

カ
ー
に
は
、
ゲ
イ
ツ
で
は
な
く
ブ

ッ
シ
ュ
が
頻
繁
に
登
場
す
る
。
こ
の
よ
う
な

掲
示
物
を
作
る
学
生
た
ち
は
、
戦
略
的
に
せ
よ
無
意
識
的
に
せ
よ
、
〈
新
自
由

主
義
〉
と
い
う
悪
徳
を
象
徴
す
る
人
物
と
し
て
の
ブ
ッ
シ

ュ
を
悪
の
権
化
の
よ

う
に
認
識
し
、
そ
の
認
識
を
広
め
よ
う
と
し
て
い
る
と
の
印
象
を
受
け
る
。
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ポ ス タ ー4=

政 治家 批 判

あ る学 生 団体 が 作 っ

た もの 。 ブ ッ シ ュ 、

金 泳 三 元大 統 領 、李

會 昌 ハ ン ナ ラ 党 党

首 、 朝 鮮 日報 に よる

結 託 と暴 挙 を 揶 揄 。

(01年8月 ソ ウル大構

内 で)

ポ ス タ ー5:風 刺 写 真

あ る学生 団 体 が貼 り出 した

合成 写真 。 ブ ッシ ュ とア メ

リカ に よる 「力の 外 交」 を

風 刺 。(Ol年9月 ソ ウル大 構

内で)

 

こ
の
よ
う
に
し
て
韓
国
の
都
市
社
会
に
溢
れ
て
い
く
<
新
自
由
主
義
〉
と

い

う
こ
と
ば
は
、
ほ
と
ん
ど
の
韓
国
人
に
と

っ
て
、
詳
し
く
学
習
す
る
必
要
こ
そ

な

い
も
の
の
、
ま

っ
た
く
知
ら
な

い
と
困
る
こ
と
が
あ
る
と

い
う
。
申
執
事
は
、

他
の
組
織
集
団
で
も

「新
自
由
主
義
セ
ミ
ナ
i
」
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
著

者
に
教
え
て
く
れ
な
が
ら
語

っ
た
。

「私
は
も
う
新
自
由
主
義
セ
ミ
ナ
ー
は

い
い
わ
。

一
度
参
加
し
た
も
の
。
ど
う

い

う
意
味
か
分
か
ら
な
く
て
気
に
な

っ
て
い
た
け
ど
↓
も
う
分
か

っ
た
の
。
.(中
略
)

も
う
近
所
の
小
母
さ
ん
た
ち
と
話
す
時
に
新
自
由
主
義
の
話
が
出
た
っ
て
、
も

う
大
丈
夫
。」

人
々
の
暮
ら
し
に
と

っ
て
、
「新
自
由
主
義
」
の
原
義
や
学
問
上
で
の
意
味
が
何

で
あ
る
か
は
、
あ
ま
り
重
要
な
問
題
で
は
な

い
。
自
分
の
生
活
に
深
く
関
わ
り

が
な
い
こ
と
ば
を
使
う
隣
人
に
出
く
わ
し
た
時
に
も
、
そ
の
こ
と
ば
が
良
い
も

の
か
悪
い
も
の
か
さ
え
分
か
れ
ば
、
十
分
に
話
を
や
り
過
ご
せ
る
か
ら
だ
。
こ

と
ば
の
内
容
を

「合
理
的
」
に
考
え
よ
う
と
せ
ず
曖
昧
に
把
握
す
る
と

い
う
民

衆
的
認
識
は
、
「異
種
混
交
性
」
が
高
い
都
市
住
民
[ミ
一「昏

一¢
。。
Q。
"
ω
o
⊆
9
四=

一㊤
お
]の
生
活
上
の
必
要
性
を
反
映
し
た
も
の
で
も
あ
る
〔夢

麗

研
究
の
結
論
と
補
足

都
市
空
間
の

「異
種
混
交
性
」
の
問
題
で
多
く
議
論
さ
れ
る
も
の
の

一
つ
は
、

階
層
概
念
で
あ
る
。
多
く
の
人
類
学
的
研
究
に
お

い
て
階
層
概
念
が
有
効
に
活

用
さ
れ
て
い
る
の
は
事
実
で
、
中
で
も
都
市
に
お
け
る
組
織
集
団
の
研
究
は
階

層
概
念
に
依
存
し
て
き
た
程
度
と
割
合
が
高
い
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
研
究
の

相
当
数
が
階
層
偏
重
主
義
の
問
題
を
抱
え
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
り
、
都
市
の

組
織
集
団
研
究
は
根
本
的
な
思
考

の
転
換
を
求
め
ら
れ
て
い
る
[Ω
器
σq
o
蔓

一
8
。。"
亳

本
稿
で
民
衆
と
知
識
人
を
分
け
て
考
え
た
の
は
、
調
査
の
上
で
両
者
の
差
異

を
感
じ
た
著
者
の
経
験
に
拠

っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
両
者
に
は
本
質
的

な
差
は
主
張
し
が
た
く
、
せ
い
ぜ
い
基
本
原
理
や
理
念
形
と
し
て
の
差
し
か
見

ら
れ
な

い
。
こ
こ
に
紹
介
し
た
人
々
も
、
実
際
に
は

「権
力

の
底
辺
に
も
頂
点

で
も
な

い
、
そ
れ
ら
の
中
間
に
あ
る
数
知
れ
ぬ
レ
ベ
ル

・
環
境

・
位
置
」
に
い

る
[U
田
三

一り
Φ
一"
b。
巳
。
し
か
も
序
章
に
経
済
学
の
例
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
学

者
た
ち
の
科
学
体
系
で
す
ら
民
衆
的
認
識
に
類
似
し
た
概
念
使
用
上
の
問
題
を

内
包
し
て
成
り
立

っ
て
い
る
。

民
衆
的
認
識
の
背
景
は
、
階
層
や
学
歴
に
よ

っ
て
言
い
尽
く
せ
な
い
。
こ
こ

で
階
層
よ
り
重
要
な
問
題
は
、
組
織
集
団
や
各
個
人
が
情
報
を
認
識
す
る
際
に
、

ど
の
よ
う
な
環
境
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
基
盤
に
立

っ
て
、
ど
の
よ
う
な
処

ios



貍

を
す
る
の
か
で
あ
る
。
本
稿
で
示
そ
う
と
し
て
き
た
民
衆
的
認
識
と
い
う
も

の
は
、
情
報
伝
達
者
の
情
報
量
の
不
足

・
テ
キ
ス
ト
の
内
容
の
画

一
性

・
時
間

的
な
制
約
な
ど
の
点
で
環
境
が
何

か
と
不
備
で
あ
り
、
議
論
の
前
提
と
な
る
知

識
も
そ
れ
を
語
る
権
威
も
な

い
と

い
う
点
で
参
加
者
各
自
の
基
盤
が
不
利
で
あ

り
、
イ

犬
i
ジ
や
用
法

に
よ

っ
て
情
報
を
処
理
し
疑
う
こ
と
が
な
い
場
合
に
、

入
々
の
問
で
生
じ
る
。・.そ
し
て
そ

の
よ
う
な
場
合
に
は
、

一
般
的
に
知
識
人
と

言
わ
れ
る
よ
う
な
人
々
で
あ

っ
て
も
民
衆
的
認
識
に
よ

っ
て
情
報
を
認
識
す
る

こ
と
が
あ
る
し
、
逆
に
そ
う
で
は
な

い
場
合
に
は
、
た
と
え
底
辺
階
層
者
で
あ
.

っ
て
も
民
衆
的
認
識
と
は
無
関
係
で
あ
り
う
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。

Y
教
会
の

「新
訂
由
主
義
セ
ミ
ナ
ー
」
は
、
単
な
る
議
事
録
と
し
て
綴

っ
て

み
る
と
内
容
が
薄
く
、
論
理
的
妥
当
性
に
欠
け
る
点
も
多
く
、
更
に
場
違
い
な

発
言
す
ら
も
多

い
。
し
か
し
少
な
く
と
も
Y
教
会

の
場
合
に
は
、
大
部
分
の
議

論
は
実
際
の
と
こ
ろ
そ

の
よ
う
な
も
の
だ
。
議
論
と

い
う
も
の
に
内
包
さ
れ
た

こ
の
よ
う
な
性
質
は
、
そ
も
そ
も
あ
ら
ゆ
る
組
織
集
団
に
共
通
の
も
の
で
は
な

い
か
と
著
者
は
考
え
る
。
議
論
の
流
れ
は
、
外
部

の
視
点
で
突
き
放
し
て
見
た

時
に

「非
合
理
的
」
だ
と
思
え
る

一
言
に
す
ら
、
大
き
く
左
右
さ
れ
る
の
で
あ

る
[島
村

一㊤O
O
]。
だ
が
先
行
研
究
[Φ解

朴
眞

ソ
ク

一㊤
Φ
り"
吉
田

一㊤り
一"
朴
英
鎬

・

一㊤
。。凸
は
、
彼
(女
)ら
の
動
態
を
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
だ
宗
教
だ
と

「合
理
的
」
に
理

論
立
て
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
、
人

々
の
日
常
生
活
と
し
て
の
組
織
活
動
と
政
策

立
案
に
は
着
眼
す
る
こ
と
が
な
か

っ
た
。
そ
の
た
め
に
構
…成
員
た
ち
が
経
験
し

て
い
る
Y
教
会
と
は
別
の
Y
教
会
を
創
り
上
げ
て
き
た
(嵩

Y
教
会
の
場
合
の
み
な
ら
ず
組
織
集
団
に
関
す
る
学
術
研
究
の
多
く
は
、
国

家
史
や
世
界
史
な
ど
の
大
き
を
枠

に
研
究
対
象
を
は
め
込
む
こ
と
で
、
そ
の
組

、織
集
団
の
構
成
員
た
ち
が
自
ら
と
そ
の
周
辺
状
況
に
対
し
て
持

つ
歴
史
認
識
と

は
対
照
的
な
ま
で
に
異
質
な
竜
の
を
表
象
し
て
き
た
[∩
甲村①
oq
O
「く
一⑩
①
Qo
H
α]。
特

に
八
○
年
代
以
降
に
お
い
て
は
、
大
き
な
政
治
経
済
の
シ
ス
テ
ム
の

一
部
と
し

て
組
織
集
団
を
論
じ
よ
う
と
す
る
風
潮
が
強

い
[切
⊆
円5P①
一ω
けΦ『
一
㊤QOQ◎
"
Φ
QO]。
歴

史
や
政
治
経
済
の
問
題
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
こ
こ
で
改
め
て
強
調
す
る
ま
で

も
な
く
、
本
稿
も
そ
れ
を
否
定
し
な
い
。
た
だ
し
歴
史
偏
重
主
義
と
政
治
経
済

偏
重
主
義
が
、
こ
こ
で
批
判
す
る
階
級
偏
重
主
義
と
深
く
関
係
し
て
い
る
ヒ
と

は
明
白
で
あ
吟
、
ま
た
研
究
対
象
と
な
る
人
々
の
本
来
見
え
に
く
い

「生
活
や

社
会
自
体
が
内
蔵
す
る
解
釈
」
[Ω
Φ
Φ
詳
N
一〇
認
"
&
ω
]を
更
に
見
え
な
く
七
て
い

る
こ
と
も
想
像
に
難
く
な

い
。
「

本
稿
で
は
、
先
行
研
究
が
行
わ
な
か

っ
た
Y
教
会
構
成
員
た
ち
の
発
話
レ
パ

ー
ト
リ
ー
の
意
味
分
析
と
い
う
作
業
を
通
し
て
、
彼
(女
)ら
の
活
動
の
前
提
と
な

-

る
情
報
の
認
識
が
多
様
な
キ
ー
ワ
ー
ド
に
左
右
さ
れ
て
い
る
様
相
を
描
写
し
た
。

こ
れ
ら
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
美
徳
や
悪
徳
な
ど
と
い
う
表
現
以
外
に
は
還
元
し

え
な
い
点
で
各

々
の
こ
と
ば
の
固
有
の
意
味
を
失

っ
た
も
分
で
あ
る
が
、
彼
(女
)

ら
の

一
人

一
人
が
非
日
常
的
な
問
題
を
熟
考
す
る

コ
ス
ト
を
省
ぎ
組
織
集
団
の

中
で
の
合
意
を
ス
ム
ー
ズ
に
導
く
上
で
重
要
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
・

ら
れ
る
。

.本
稿
で
は
ま
た
、
既
存
の
キ
ー
ワ
ー
ド

・

「誤
解
」
さ
れ
た
こ
と
ば

・
こ
と

ば
0
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
、
更
に
新
た
な
キ
t
ワ

'
ー
ド

・
「誤
解
」

・
イ
メ
ー

ジ
が
創
ら
れ
行
く
様
相
も
描
写
し
た
。
そ
の
様
相
の
各
具
体
例
は
、
.自
分
た
ち

に
は
語
れ
な
い
、
再
検
討
し
え
な

い

「厄
介
」
な
科
学
的
概
念
を
盲
目
的
に
受

け
入
れ
た
り
、
自
ら
の
存
在
意
義
を
確
保
し
た
り
、
不
安
や
阿
情
な
ど
の
感
情
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に
走

っ
た
り
と
い
う
個
別
的
な
外
観
を
呈
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
ら
の
個
別

的
な
外
観
の
多
く
も
、
キ
ー
ワ
ー
ド
や

「誤
解
」
な
ど
、
言
語
の
諸
問
題
と
深

く
関
係
し
て
い
る
こ
と
が
本
稿
で
例
示
さ
れ
た
の

Y
教
会
の
よ
う
に
政
治
的
な
方
向
性
を
持

っ
て
活
動
す
る
組
織
集
団
と
外
部

団
体
(政
府
や
企
業
な
ど
)と
は
、
具
体
的
な
イ
シ
ュ
ー
を
め
ぐ
っ
て
戦

っ
て
い
る

と
同
時
に
、
こ
と
ば

の
解
釈
を
め
ぐ

っ
て
も
戦

っ
て
い
る
[ζ
Φ
冨
o
o
=

㊤
◎。
Q。
"

b。
蒔
9
Nお
"
Qり
o
⊆
昏
鋤
=
一㊤
O⑳
"
◎。
]。
.そ

の
過
程
で
こ
と
ば
は
、
次
々
と
新
し
い
内
容

や
イ
メ
ー
ジ
を
付
与
さ
れ
、
逸
脱

し
、
時
に
は

「誤
解
」
を
生
ん
で
い
く
。
そ

の
過
程
と
は
、
本
稿
で
例
示
し
た
よ
う
な
集
団
で
の
議
論
と
、
人
々
の
認
識
と

の
相
互
作
用
の
過
程
を
示
す
。
組
織
集
団
を
外
部

の
視
点
か
ら
見
た
時
.に
内
部

の
議
論
が

「系
統
だ

っ
て
い
な
い
」
と
思
わ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
広
く
通
じ
る

論
理
に
欠
け
て
い
る
か
ら
と
か
、
「
合
理
的
」
で
な
い
か
ら
だ
け
で
は
な

い
。
そ

の
組
織
集
団
に
独
特
の
言
語
に
よ
り
機
能
し
て
い
る
彼
(女
)ら
の
(そ
し
て
そ
の

場
の
)之
と
ば
で
議
論
が
進
む
か
ら
で
も
あ
る
。
ま
た
、
彼
(女
)ら
の
そ
も
そ
も

の
問
題
認
識
方
法
が
観
察
者

の
も

の
と
は
部
分
的
に
違

っ
て
い
る
が
あ
る
か
ら

で
も
あ
る
。

.
「新
自
由
主
義
セ
ミ
ナ
ー
」
に
せ
多
く
の
科
学
的
な
こ
と
ば
が
盲
目
的
に
使
用

さ
れ
て
い
た
。
本
稿
と
同
様
に

一
つ
の
会
議

の
議
事
録
を
分
析
し
た
ア
プ
ソ
ー

プ
に
よ
れ
ば
、
政
策
立
案
過
程
に
は
そ
の
内
容
よ
り
議
論
の
ス
タ
イ
ル
が
重
要

で
、
問
題
の
綿
密
な

「描
写
的
(α
①
ω。
『6
二
く
Φ)」
説
明
よ
り
も

「科
学
酌
合
理

性
」
を
強
調
す
る
ス
タ
イ
ル
に
よ
る

「処
方
的
(凜
Φ
ωo『
一9

<
Φ)」
説
明
が
歓
迎

さ
れ
る
と

い
う
[》
O
葺
0
6
Φ
一〇
鶏

]。
科
学
的
な
権
威
が
組
織
集
団
の
意
思
決
定

に
与
え
る
影
響
は
、
韓
国
社
会
で
も
、
ま
た
日
常
的

・
長
期
的
に
も
観
察
で
き

る
[趙
文
英

b。
8
一
".◎。

ω]。

「科
学
鮒
合
理
性
」
を
強
調
す
る
ス
タ
イ
ル
は
、
文
化
を
色
々
な
体
系
の
集
合

体
で
あ
る
と
考
え
れ
ば
複
雑
な
問
題
の
存
在
を
暗
示
し
て
い
る
。
学
界
に
お
け

る

「科
学
」
と
い
う
も
の
も

一
つ
の
文
化
体
系
だ
と
言
わ
れ
る
[O
$
詳
N
NO
O
O
"

×
邑
が
、
.学
界
の
外
に
い
る
人
々
も
科
学
め
い
た
こ
と
ば
を
使
う
こ
と
で

「処
方

曲
」
説
明
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
学
界
だ
け
の
所
有
物
だ
と
は
言
え

な
い

「科
学
」

の

一
側
面
が
看
取
で
き
る
。
「常
識
」
と

い
う

一
つ
の
文
化
体
系

[∩}ΦΦ
『什N
一り
◎◎ω
]に
対
し
、
そ
れ
と
似
て
非
な
る
も
う

一
つ
の
文
化
体
系
が
想
定

で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は

「常
識
」
の
中
に
は
科
学
的
な
外
見
を
持

つ

一
種

の
ジ
ャ
ン
ル
が
あ
る
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
テ
キ
ス

ト
が
書
き
手
の
書
き
方
だ
け
で
完
結
す
る
の
で
は
な
く
、
読
み
手
の
読
み
方
に

よ

っ
て
絶
え
間
な
く
再
生
産
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
[≦
9
Φ
茸

お
㊤
昌
以
上
、
学

界
の

「科
学
」
も
学
界
の
中
で
完
結
す
る
こ
と
が
な
い
.
読
み
手
た
る

一
般
人

、
た
ち
は
、
書
き
手
た
る
学
者
の
意
図
に
反
す
る
読
み
方
で
テ
キ
ス
ト
の
内
容
を

把
握
し
、
書
き
手
の
科
学
的
な
権
威
を
被

っ
て
第
三
者
に
伝
達
す
る
こ
と
が
あ

る
。
知
識
を
伝
達
さ
れ
た
人
々
は
、
学
界
の
.
「科
学
」
に
更
な
る
逸
脱
を
加
え

て
い
く
こ
と
も
あ
る
。
本
稿
が
主
題
と
し
た
こ
と
に
は
、
「科
学
」
を
め
ぐ
る
こ

の
よ
う
な
問
題
が
根
差
し
て
い
る
。

注(1
)

本
稿
の
執
筆
に
あ
た
り
御
指
導

・
御
助
言
を
頂
い
た
本
学
の
中
川
敏
先
生
と
、

ラ

ウ
ル
大
学
校
人
類
学
科
の
方
々
、
特
に
黄
盆
周
先
生
と
梁
善
雅

・朴
徑
敗

・沈
柱
亨

・趙
文
英

・
李
榮
眞

各
学
兄
姉
、
及
び

一
連
の
調
査
研
究
に
御
支

110



广

'

(2
)

(3
)

(4
)

(5
)

((

76
))

 

(8
)

援

・
御
協
力
を
頂

い
た
関
係
機
関
各

位
と
現
地

の
方

々
に
感
謝
し
た

い
。

真
鍋
は
、
九

三
年

「韓

国
民
主
化
」

の
以
前

に
行

っ
た
調
査

に
基
づ
き
、
「労

働
運
動

や
キ
リ

ス
下
教

に
も
関
心
を
寄

せ
て
は

い
た
も

の
の
、
そ
れ

で
も

な

お

《
ア
カ
》
を

め
ぐ
る
不
信
感
を
拭

い
去
る

こ
ど
が
出
来
ず

に
い
た
」
冖真
鍋

一
〇
Φ
S

b。
①
己
と

い
う
あ
る
個
人

に
着
眼
t
て

い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
政
治
的
方

向

を
有

す
る
活
動
が
、
共
産
主
義
と
は
直
接
的

に
通
じ

て
い
な

い
場
合

で
も
、

〈
ア
カ
V
と

い
う

こ
と
ば

で
ス
テ
ィ
グ

マ
化
さ
れ
て

い
た
こ
と
を
暗
示
す
る
。

大
手

フ

ァ
ー

ス
ト

フ
ー
ド

・
チ

ェ
ー

ン
が
特

別
に
高

い
割
引
率

で
販
売

し
た

セ
ッ
ト
∵

メ
ニ

ュ
ー
。

金

や
キ
ム
は
経
済
学

の
分
野

に
限

っ
た
研
究

動
向

を
経
験
的

・
批
判

的
に
論

じ

る
の
み
だ

が
、

一
例
と
し

て
政
治
哲
学

に
も

「新
自

由
主
義

の
理
論
家
」

に
と

っ
て
は

「
ち

っ
ぽ
け
な

「
福
祉
国
家
」

の
社
会

政
策

の
ほ
ん

の
断
片

で

さ
え

す

で
に

「
マ
ル

ク
ス
主
義
」

の
現
わ

れ
な

の
で
あ
る
」

[バ
リ

バ
ー

ル

一り
り
9

b。
譯

]と
の
記
述
が
見
ら
れ
、

「新
自
由
主
義
」
を

め
ぐ
る
社
会
科
学
界

の
こ
の
認
識
上

の
傾
向

は
広
く
深

い
。

"民
衆
教
会

"
と

い
う

こ
と
ば

は
、
こ
の
他

に
も
社
会
参
与

に
積
極
的
な
教

会
お
よ

び
そ

の
他
キ

リ
ス
ト
教
組
織

の
中
心
と

な

っ
て
い
る
組
織

の
固
有
名

称

で
も
あ
る
。

詳
し
く
は
、
[太

田

b。
O
O
O
"
一
。。
-刈
O
]
に
記
し
た
。

Y
教
会

の

一
般
信
徒

の
数

は
、
公
式

の
統
計

が
な
く
、
ま
た

一
部

で
流
動

が

激
し

い
た
め
、
正
確

に
知

る
・こ
と
が
出
来
な

い
。
こ
こ
で
は
著
者

の
観
察
と

Y
教
会
内

の

一
般
的
見
解
か
ら
推

測
し
て
記
す
。

エ
ニ
ア
グ

ラ
ム
は
、

二
千
余
年
前

の
中
央

ア
ジ

ア
に
由
来
す
る
と
言
わ

れ
る
。

イ

ス
ラ
ム
神

秘
主
義

で
使
用

さ
れ

て
い
た
も

の
を

「ア

メ
リ
カ

の
キ

リ
ス
ト
教

界
と
心

理
学
者
が

二
〇
世
紀

初
頭
か
ら
発
展

さ
せ
、
修
練
目
的

に
使
用
さ
れ

て
い
る
。
韓

国

に
も
十
余
年
前

に
伝

わ
り
、
現
在

で
は
教
派
を
越
え
た
流
行

と
な

っ
て
い
る
[ジ
ョ

・
ヨ
ン
ヒ
ョ
ン

N
O
O
巳
。

(9
)

(10

)

(11
)

(12
)

(13
)

(14
V

Y
教
会

を
含
む
多
く

の

"民
衆

教
会

・
で
は
、
教
会

の
建
物

の
外

で
の
飲
酒

■と
喫
煙

が
黙
認
さ
れ

て

い
る
。

日
曜
礼
拝
や
各
種
行
事

の
後

に
は
聖

職
者
を

含

む
人

々
が
酒
を
酌

み
交
わ
す

姿
も
見
ら
れ

る
し
、
」
退
勤
後

に
聖
職
者

た
ち

が
飲

み
屋

に
向
か
う
こ
と
さ
え
あ

る
。

こ

の
こ
と
は
、
後

に
聖

職
者

た
ち

へ
個
別

に
イ

ン
タ
ビ

ュ
ー
し

た
結

果
に
よ

る
。

原
文
に
は
執
筆
者
名
が
記
載

さ
れ
て

い
る
が
、
引
用

の
出
所
な
ど
不

明
な
点

が
多

い
た
め
、
こ
こ
に
は
そ
れ
を
記
さ
な

い
。

こ
こ
で
崔
氏
は

二
〇
〇

一
年
七
月

の
G
8
に
関
す
る
報
道
に
言
及
し
て

い
る
。

正
し
く
は
、

「イ
タ
リ
ア
の
ジ

ェ
ノ
バ
」

で
あ
る
。

韓

国
の
教
会
を
人
類
学
的

に
論

じ
る
も

の
と
し

て
先
駆
的

な
研
究
[Φ
〆

秀
村

一
Φ
㊤
巳
は
、
階
層
に
よ
る
住
み
分
け
が
顕
著
な
地
域

で
、
し
か
も
信
徒
が
ほ
ぼ

地
域
住

民
と

い
う
教
会
を
対
象

と
し
て

い
る
が
、

Y
教

会

の
信
徒
た
ち

は
自

宅
か
ら
教
会
ま

で
バ
ス
や
地
下
鉄

で
片
道
何
十

分
も

か
け

て
.通

っ
て
お
り

、

階
層
に
よ

る
住

み
分
け

の
傾
向
が
弱

い
地
域

に
住

む
者
が
ほ
と
ん
ど
で
あ

る
。

そ
の
よ
う
な
教
会
も
多

い
。

Y
教
会

の
人

々
は
、
自
集
団
を

め
ぐ
る
こ

の
よ
う
な
社
会

的
言
説
が
形

成
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
、
大
き
な
反
発
を
見
せ
る
こ
と
が
多

い
。

参
考
文
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逡

「
イ
.ン
ド
ネ

シ
ア
語
政
治
作

文
入
門
」
ッ
関
本
照
夫
/
船
曳
建
央

編

『国

民
文
化

が
生
ま
れ

る
時
哨

リ
ブ

ロ
ポ
ー
ト
"
.b。
ω
㊤
山
①
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バ
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エ
テ
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エ
ン
ヌ
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㊤
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刈
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級
闘
争

か
ら
階
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き

闘
争

へ
?
」
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E
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バ
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バ
ー

ル
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ウ

ォ
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ラ
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ス
テ
子

ン

編
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種
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国
民

・
階
級
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孝
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大
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一
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お
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9

秀
尉
研

二
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α
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国

キ
リ
ス
.挙
教

の
現
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と
そ

の
理
解
」
,
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学
年
報
』

21

.
巻

"
刈
Φ
山
O
O
・

真
鍋
祐
子

一
り
曾
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                       <Shinjayujuui>: 

          Making a Vice in a Church and its Effects in Korea 

                              OTA Shimpei 

           This paper argues the aspects of which the contemporary political culture is constructed in Korean 

         society by illustrating the process of deviation of an economic term, 'new liberalism' in a church. 

            Keywords studies have intensively referred to the words that are blindly appreciated, but rarely to 

         the opposites that are strongly denied in societies. The outbreak process of this negative kind of 

         keywords, as this paper shows, consists of three kinds of denial; one is to give some negative images to 

         it, another is to uncover the positive keywords opposite to it, and thee other is to blame the concrete 

          everyday hardships on it. They use such keywords to express their recognition, evaluation, and 

         affection of the objects that the words don't mean lexically. 

            In case they might not use a keyword by its lexical meaning, those that don't know the lexical 

         meaning nor the outbreak process of the rhetorical usages hear to grasp the meaning vaguely, and 

         make a confusion that the grasp reflects the object of lexical meaning at their recognition, evaluation, 

          and affection. In contemporary Korea, the word 'new liberalism' often brings such confusion, and it 

         constructs the political culture about the various issues on both of international and domestic affairs. 

       Key Words 

            Korea, political culture, keywords, organization, grass-roots recognition 
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