
韓
国
的
価
値
意
識
の
構
造

水
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（15）韓国的価値意識の構造

は
じ
め
に

　
韓
国
人
の
価
値
の
葛
藤
や
価
値
観
の
混
乱
が
指
摘
さ
れ
て
久
し

い
。
こ
れ
は
急
速
な
工
業
化
と
経
済
成
長
、
そ
し
て
情
報
化
社
会

の
到
来
と
い
う
、
近
代
的
な
社
会
変
動
に
し
た
が
っ
て
表
面
化
し

て
き
た
問
題
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
価
値
葛
藤
や
価
値
観
の
混
乱
が
し
ぱ
し
ぱ
指
摘
さ
れ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
韓
国
社
会
と
人
々
の
生
活
が
そ
の
ま
ま
持

続
し
て
き
た
の
は
な
ぜ
か
。
た
し
か
に
統
一
的
価
値
観
は
喪
失
し
、

価
値
観
が
多
様
化
し
て
い
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
国

民
生
活
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
大
き
な
変
化
が
現
わ
れ
て
い
る
と
は
い
い

が
た
い
。
こ
の
よ
う
な
現
状
は
、
た
だ
並
列
的
な
価
値
観
が
葛
藤

を
起
こ
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
説
明
が
つ
か
な
い
。
な
ん
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

か
の
傾
向
が
価
値
意
識
の
枠
と
な
っ
て
人
々
の
生
活
感
性
を
方
向

づ
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
重
要
な
の
は
、
モ
デ
ル
的

価
値
理
念
の
変
化
や
概
念
上
の
価
値
混
乱
で
は
な
く
、
人
々
の
生

活
感
性
と
し
て
の
価
値
意
識
の
構
造
を
解
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

し
た
が
づ
て
、
価
値
観
と
い
う
よ
り
価
値
意
識
の
研
究
が
必
要
と

な
る
。

　
本
稿
で
は
ま
ず
、
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
韓
国
人
の
価
値
意
識

と
そ
の
変
動
お
よ
ぴ
魍
齢
を
検
討
し
、
そ
の
作
業
を
と
お
し
て
韓

国
人
の
価
値
意
識
の
基
本
構
造
を
浮
き
彫
り
に
し
て
、
そ
れ
が
韓

国
社
会
を
特
徴
づ
け
て
い
る
さ
ま
を
描
写
し
よ
う
と
思
う
。
そ
し

て
、
こ
の
価
値
意
識
に
よ
っ
て
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
人
問
関
係

に
注
目
し
、
人
間
の
自
由
・
平
等
と
い
う
面
で
の
問
題
点
を
明
ら

か
に
し
た
い
。
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第
一
節
　
韓
国
の
因
襲
的
価
値
意
識
と
今
日
の
齪
齢
状
況

　
工
業
化
・
国
際
化
・
情
報
化
の
波
を
受
け
て
韓
国
経
済
は
高
度

成
長
を
果
た
し
、
そ
れ
に
つ
れ
て
社
会
状
況
も
変
化
し
た
。
欧
米

流
の
合
理
性
・
個
人
主
義
が
韓
国
に
も
入
り
こ
み
、
儒
教
的
伝
統

を
色
濃
く
反
映
し
た
か
た
ち
で
安
定
し
て
い
た
従
来
の
人
間
関
係
、

社
会
規
範
、
秩
序
、
価
値
基
準
な
ど
が
揺
ら
ぎ
は
じ
め
た
。
こ
れ

は
韓
国
の
社
会
学
者
・
倫
理
学
者
た
ち
も
注
目
す
る
と
こ
ろ
で
、

す
で
に
多
く
の
論
考
が
表
わ
れ
て
い
る
。
ま
ず
韓
国
人
の
価
値
意

識
と
現
代
の
価
値
葛
藤
に
か
ん
す
る
先
行
研
究
を
い
く
つ
か
あ
げ
、

問
題
点
を
整
理
し
て
み
よ
う
。

　
斐
龍
光
氏
は
、
行
為
の
指
針
と
し
て
支
配
的
影
響
力
を
有
す
る

文
化
が
依
然
と
し
て
儒
教
文
化
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
し

た
う
え
で
、
韓
国
の
儒
教
的
・
伝
統
的
価
値
意
識
に
、
家
族
主

義
・
位
階
意
識
・
主
情
主
義
・
形
式
主
義
・
保
守
的
傾
向
の
五
傾

向
を
見
い
だ
し
て
い
る
（
襲
、
賓
－
①
。
。
）
。
ま
ず
ω
家
族
主
義
は
、

韓
国
人
の
価
値
観
や
意
識
構
造
を
論
じ
よ
う
と
す
る
と
き
誰
も
が

ま
っ
さ
き
に
挙
げ
る
特
性
で
あ
り
、
こ
れ
が
韓
国
社
会
全
体
の
価

値
意
識
の
原
型
と
な
っ
て
い
る
。
家
族
主
義
的
特
性
ま
韓
国
の
価

値
意
識
の
う
ち
も
っ
と
も
特
徴
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に

つ
い
て
は
の
ち
に
再
度
と
り
あ
げ
る
が
、
こ
れ
と
欧
米
の
個
人
主

義
と
の
間
で
葛
藤
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。

　
さ
ら
に
「
こ
の
よ
う
な
家
族
主
義
的
人
間
関
係
と
道
徳
規
範
の

発
達
は
伝
統
社
会
の
秩
序
の
維
持
に
寄
与
す
る
と
こ
ろ
が
た
い
へ

ん
大
き
く
、
過
度
の
人
情
主
義
・
縁
故
第
一
の
態
度
を
跡
長
し
、

あ
ら
ゆ
る
社
会
組
織
に
お
い
て
垂
直
的
・
縦
的
な
位
階
構
造
を
も

た
ら
し
て
」
き
た
。
こ
こ
に
②
位
階
意
識
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
韓
国
に
お
い
て
は
直
接
的
人
間
関
係
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て

垂
直
的
な
上
下
間
の
関
係
だ
と
考
え
ら
れ
、
今
日
に
い
た
る
ま
で

「
平
等
な
人
格
的
関
係
で
は
な
く
、
年
齢
や
性
別
、
身
分
や
地
位

に
よ
っ
て
徹
底
し
た
秩
序
意
識
を
も
っ
た
社
会
構
造
を
維
持
し
て

き
た
」
の
で
あ
る
。
こ
の
点
も
や
は
り
韓
国
社
会
の
人
間
関
係
に

お
け
る
き
わ
め
て
大
き
な
特
質
で
あ
り
、
そ
し
て
近
代
的
な
市
民

社
会
的
人
間
関
係
と
は
蝿
鰭
を
き
た
す
も
の
で
あ
る
。

　
つ
づ
け
て
嚢
龍
光
氏
は
、
㈹
対
人
関
係
に
お
い
て
気
分
や
感
情

な
ど
の
私
的
要
因
が
先
立
つ
と
い
う
主
情
主
義
、
ω
内
容
や
実
質

よ
り
形
式
的
儀
礼
を
重
ん
じ
る
形
式
主
義
を
あ
げ
て
い
．
る
。
最
後

の
㈲
保
守
的
傾
向
と
は
、
や
は
り
儒
教
の
影
響
で
、
「
伝
統
を
尊

重
し
変
化
と
革
新
を
忌
避
す
る
」
傾
向
、
「
能
力
・
業
績
・
成
功

と
い
っ
た
後
天
的
努
力
に
よ
る
獲
得
要
因
（
竃
巨
雪
＆
♂
9
0
『
）
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に
対
し
て
、
年
齢
・
性
・
縁
故
な
ど
生
ま
れ
も
っ
た
素
質
で
あ
る

帰
属
要
因
（
易
O
『
旨
＆
旨
9
0
『
）
を
重
視
す
る
態
度
」
を
意
味

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
価
値
意
識
上
の
特
性
が
今
日
の
葛
藤
の
原

因
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
す
ぐ
に
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
つ
ぎ
に
李
相
周
氏
は
韓
国
社
会
の
伝
統
的
価
値
意
識
と
し
て
、

宿
命
主
義
的
自
然
観
、
道
徳
主
義
的
人
間
観
、
人
情
主
義
的
人
間

観
、
権
威
主
義
的
序
列
観
、
家
族
主
義
的
集
合
体
観
の
五
つ
を
指

摘
し
（
李
、
㌣
＝
）
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
に
起
因
す
る
価
値
葛
藤
と

し
て
、
集
団
主
義
／
個
人
主
義
、
適
徳
主
義
／
物
質
主
義
、
平
等

主
義
／
権
威
主
義
、
合
理
主
義
／
人
情
主
義
を
あ
げ
て
い
る
（
李
、

寄
－
ミ
）
。
こ
れ
ら
は
お
お
む
ね
先
の
斐
龍
光
氏
の
分
析
と
重
な
り

あ
う
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
じ
め
て
あ
げ
ら
れ
た
宿
命
主
義

的
自
然
観
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
こ
う
。
こ
れ
は
人
間
が
外
部
世
界

を
支
配
し
て
い
る
と
信
ず
る
の
で
は
な
く
、
外
部
世
界
が
人
間
を

支
配
し
て
い
る
と
信
ず
る
外
的
統
制
観
（
巽
8
∋
巴
8
葦
『
〇
一
）

で
あ
り
、
自
然
と
の
調
和
な
い
し
自
然
へ
の
服
従
を
指
向
す
る
も

の
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
価
値
観
は
も
っ
ぱ
ら
自
然
と
人
間
と
の

関
係
に
そ
く
し
た
も
の
で
、
人
間
と
人
間
と
の
関
係
や
社
会
的
価

値
規
範
と
は
直
接
関
係
が
な
さ
そ
う
に
恩
わ
れ
る
の
で
、
本
稿
で

は
除
外
し
て
お
こ
う
。

　
林
嬉
整
氏
は
伝
統
的
韓
国
社
会
の
規
範
文
化
の
特
徴
と
し
て
つ

ぎ
の
三
点
を
あ
げ
て
い
る
（
林
、
昌
o
－
曽
ω
）
。
ま
ず
ω
い
く
っ
も

の
世
代
に
わ
た
っ
て
受
け
つ
が
れ
て
き
た
伝
統
的
類
型
と
し
て
民

習
の
形
態
に
憤
習
化
し
て
き
た
こ
と
、
ω
人
間
関
係
を
位
階
的
・

序
列
的
に
規
定
し
て
い
る
こ
と
、
㈹
集
団
へ
の
帰
属
と
忠
誠
が
強

調
さ
れ
る
集
団
主
義
的
性
格
を
帯
び
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

ω
㈹
の
点
は
す
で
に
見
た
価
値
意
識
の
特
性
の
な
か
に
含
ま
れ
る

も
の
で
あ
る
し
、
ω
は
そ
れ
が
伝
統
的
類
型
と
し
て
民
衆
の
な
か

に
定
着
し
た
こ
と
の
指
摘
で
あ
り
、
既
出
の
特
性
に
新
た
な
内
容

を
付
加
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　
ま
た
林
嬉
隻
氏
は
現
代
韓
国
社
会
の
規
範
の
混
乱
と
葛
藤
と
し

て
、
ω
権
威
主
義
的
規
範
／
平
等
主
義
的
規
範
、
②
集
団
主
義
的

規
範
－
個
人
主
義
的
規
範
、
㈹
伝
統
主
義
的
規
範
－
合
理
主
義
的

規
範
、
と
い
う
三
つ
の
対
立
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
㈹
の
よ
う
な

「
伝
統
の
断
絶
と
新
た
な
合
理
主
義
的
行
為
様
式
の
未
類
型
化
」

は
規
範
と
倫
理
の
空
白
状
態
す
な
わ
ち
無
規
範
状
態
を
ひ
き
お
こ

し
、
そ
こ
に
「
手
段
と
方
法
を
わ
き
ま
え
ず
目
的
さ
え
達
成
す
れ

ぱ
よ
い
と
い
う
便
法
主
義
」
が
敬
層
す
る
と
い
う
。
こ
れ
は
さ
き

に
李
相
周
氏
が
あ
げ
て
い
た
物
質
主
義
、
あ
る
い
は
快
楽
主
義
、

刹
那
的
消
費
主
義
と
も
い
う
べ
き
傾
向
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。
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以
上
の
見
解
に
よ
っ
て
、
韓
国
社
会
に
浸
透
し
て
い
る
価
値
意

識
と
そ
の
「
混
乱
」
状
況
の
輸
郭
を
描
く
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず

韓
国
で
一
般
化
し
て
い
る
価
値
意
識
の
特
質
を
列
挙
し
て
み
る
と
、

家
族
主
義
・
人
間
関
係
の
序
列
性
・
情
誼
性
・
形
式
重
視
・
保
守

的
傾
向
な
ど
の
項
目
が
立
て
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
特
質
が
欧
米
型

の
合
理
性
や
個
人
主
義
と
姐
鱈
を
き
た
し
て
「
価
値
観
の
葛
藤
」

を
ひ
き
お
こ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
韓
国
社
会

に
浸
透
し
て
い
る
価
値
意
識
は
す
べ
て
家
族
主
義
に
起
因
す
る
と

は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
二
節
家
族
主
義

　
韓
国
人
の
社
会
規
範
と
し
て
の
価
値
意
識
の
原
型
を
家
族
主
義

の
う
ち
に
見
い
だ
そ
う
と
す
る
理
由
と
し
て
、
韓
国
の
家
族
関
係

の
な
か
に
前
記
の
価
値
意
識
の
諸
特
質
が
み
と
め
ら
れ
る
こ
と
を

指
摘
し
て
み
よ
う
。

　
人
問
関
係
の
あ
り
方
は
そ
の
場
で
の
互
い
の
呼
称
に
端
的
に
表

わ
れ
る
。
韓
国
の
家
族
に
お
い
て
は
各
人
の
呼
称
と
し
て
そ
れ
ぞ

れ
の
固
有
名
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
た
い
て
い
は
自
分

と
の
関
係
を
示
す
呼
び
方
が
さ
れ
る
。
た
し
か
に
「
お
父
さ
ん
」

「
お
母
さ
ん
」
「
お
兄
さ
ん
」
「
お
姉
さ
ん
」
と
い
う
呼
び
方
が
一

般
的
な
の
は
日
本
で
も
同
じ
で
あ
る
が
、
韓
国
で
は
家
族
や
親
戚

の
呼
称
が
日
本
以
上
に
発
達
し
て
い
る
。
た
と
え
ぱ
、
妹
に
と
っ

て
の
「
お
兄
さ
ん
」
と
弟
に
と
っ
て
の
「
お
兄
さ
ん
」
は
呼
び
方

が
異
な
る
し
、
妹
に
と
っ
て
の
「
お
姉
さ
ん
」
と
弟
に
と
っ
て
の

「
お
姉
さ
ん
」
は
ち
苧
2
言
葉
で
あ
る
。
「
お
じ
さ
ん
」
に
し
て
も
、

　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

父
方
の
お
じ
か
母
方
の
お
じ
か
、
あ
る
い
は
お
ぱ
の
配
偶
者
と
し

　
　
、
　
　
　
、

て
の
お
じ
か
に
よ
っ
て
呼
称
が
異
な
る
し
、
妻
の
兄
弟
に
対
し
て

も
固
有
な
呼
び
方
が
あ
る
。
自
分
の
末
の
弟
に
対
し
て
は
、
当
人

の
名
前
で
は
な
く
「
マ
ン
ネ
」
（
末
っ
子
）
と
呼
ん
だ
り
す
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
韓
国
の
家
族
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
崔
在

錫
氏
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

　
「
韓
国
人
の
親
族
呼
称
は
、
親
密
感
や
平
等
主
義
あ
，
る
い
は
個

人
の
性
質
が
表
示
さ
れ
る
側
面
を
無
視
し
、
お
も
に
公
式
性
・
権

威
・
尊
敬
の
役
割
表
示
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　
ま
た
親
族
員
の
業
績
や
個
人
的
性
質
を
表
わ
す
面
は
ほ
と
ん
ど

な
く
、
世
代
・
年
齢
・
性
な
ど
の
身
分
秩
序
を
強
調
す
る
面
が
際

だ
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
家
族
内
に
お
け
る
世
代
や
年
齢
な
ど
の
上

下
の
身
分
差
異
に
も
と
づ
い
た
権
利
と
義
務
を
強
調
す
る
韓
国
の

親
族
組
織
の
ひ
と
つ
の
特
徴
と
い
え
る
。
自
分
よ
り
上
の
世
代
の

親
族
員
に
対
し
て
は
絶
対
に
そ
の
個
人
名
で
呼
ぶ
こ
と
は
な
く
、
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い
つ
で
も
親
族
呼
称
で
の
み
呼
ぶ
こ
と
は
、
ま
さ
し
く
こ
こ
に
起

因
す
る
も
の
で
あ
る
。
」
（
崔
①
、
ω
O
－
彗
）

　
こ
う
し
た
習
慣
か
ら
読
み
と
れ
る
の
は
、
韓
国
人
た
ち
は
家
族

の
な
か
で
の
相
手
の
位
置
づ
け
を
ま
ず
第
一
に
考
え
、
そ
の
位
置

に
よ
っ
て
当
人
を
認
定
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
分
の
存
在

も
ま
た
、
目
分
が
属
す
る
家
族
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
こ
そ

認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
韓
国
人
に
と
っ
て
家
族
関

係
と
は
自
分
の
存
在
を
認
定
し
て
く
れ
る
何
よ
り
も
大
切
な
集
合

体
と
い
え
る
。

　
家
族
内
の
人
間
関
係
は
親
子
の
関
係
を
基
軸
に
、
兄
弟
の
序
列
、

年
齢
の
高
低
、
そ
し
て
性
別
に
よ
っ
て
秩
序
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
基
本
的
に
上
下
関
係
に
も
と
づ
い
て
個
々
の
構
成
員
が

序
列
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
日
本
で
も
類
似
し
た
傾
向
は
み

ら
れ
る
が
韓
国
の
家
族
ほ
ど
厳
格
で
は
な
い
。

　
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
韓
国
人
が
み
ず
か
ら
す
す
ん
で
家
族
的

人
間
関
係
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
上
下
関
係
も

し
く
は
序
列
的
関
係
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

韓
国
人
に
と
っ
て
家
族
関
係
が
社
会
関
係
の
原
型
で
あ
る
以
上
、

序
列
意
識
は
人
間
関
係
の
基
本
的
属
性
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
人
々
は
序
列
意
識
と
抱
き
あ
わ
せ
で
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

イ
を
獲
得
す
る
。
韓
国
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
基
本
的
に
家

族
の
な
か
の
位
置
と
し
て
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
形
成
さ
れ
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
も
っ
て
人
々
は

社
会
に
出
て
ゆ
く
。
崔
在
錫
氏
が
い
う
よ
う
に
、
家
に
お
け
る
生

活
原
理
は
社
会
生
活
や
国
家
生
活
に
ま
で
拡
大
延
長
さ
れ
る
べ
き

も
の
で
、
家
の
上
下
の
結
合
原
理
は
家
の
外
の
社
会
生
活
・
国
家

生
活
ま
で
も
支
配
す
る
（
崔
②
、
曽
o
）
。
し
た
が
っ
て
社
会
で
築

か
れ
る
人
問
関
係
に
お
い
て
も
人
々
は
序
列
意
識
を
発
揮
さ
せ
る
。

家
族
に
お
い
て
と
同
様
に
、
社
会
に
お
い
て
も
序
列
意
識
は
人
間

関
係
の
不
可
欠
な
要
素
な
の
で
あ
り
、
序
列
関
係
・
上
下
関
係
が

定
ま
ら
な
い
と
人
々
は
む
し
ろ
落
ち
つ
か
な
い
。
安
定
し
た
人
間

関
係
を
つ
く
る
た
め
に
も
人
々
ま
稜
極
的
に
互
い
の
序
列
関
係
を

確
定
し
よ
う
と
す
る
。
「
自
然
に
、
位
階
構
造
の
下
位
に
あ
る
者

は
身
分
的
劣
等
意
識
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、
上
位
者
の
顔
色
を
う

か
が
う
よ
う
に
な
っ
て
、
上
の
人
は
下
の
人
に
君
臨
し
よ
う
と
す

る
態
度
を
強
く
と
る
よ
う
に
な
っ
た
」
（
菱
、
雰
）
。

　
さ
て
第
一
節
で
は
韓
国
人
の
価
値
意
識
の
特
質
と
し
て
ω
家
族

主
義
・
ω
人
間
関
係
の
序
列
性
・
㈹
情
誼
性
・
ω
形
式
重
視
・
㈲

保
守
的
傾
向
を
列
挙
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
う
ち
②
人
間
関
係
の
序

列
性
が
家
族
の
な
か
で
形
成
さ
れ
る
こ
と
は
今
み
た
と
お
り
で
あ
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る
。
つ
ぎ
に
㈹
情
誼
性
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
家
族
に
お
け
る
感
情

的
紐
帯
を
原
型
と
し
て
い
る
と
い
え
る
。
「
家
族
と
い
う
の
は
本

来
、
便
宜
や
利
益
の
た
め
に
計
画
的
に
定
め
ら
れ
た
団
体
で
は
な

く
、
性
と
血
縁
の
紐
帯
を
と
お
し
て
自
然
的
に
発
生
し
た
共
同
体

で
あ
る
か
ら
、
そ
の
内
部
の
秩
序
維
持
の
た
め
に
重
要
な
の
は
、

法
や
規
則
よ
り
も
温
情
と
愛
で
あ
る
」
（
金
①
、
冨
M
）
。
こ
う
し

て
家
族
に
お
い
て
感
情
的
紐
帯
が
築
か
れ
、
そ
れ
が
家
族
外
に
も

広
が
っ
て
ゆ
く
の
は
、
農
耕
社
会
一
般
に
み
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。

韓
国
で
は
血
縁
・
地
縁
・
学
縁
の
強
さ
が
し
ば
し
ぱ
論
じ
ら
れ
る

が
、
家
族
的
紐
帯
を
前
提
し
な
け
れ
ば
そ
れ
ら
が
成
り
立
ち
え
な

い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
ω
形
式
重
視
と
⑤
保
守
的
傾
向
も
、
家
族
の
な
か
で
因
襲
的
に

受
け
つ
が
れ
て
き
た
儀
礼
や
礼
節
と
い
う
固
定
的
形
式
を
維
持
し
、

そ
し
て
そ
の
形
式
に
の
っ
と
っ
て
生
活
環
境
を
安
定
さ
せ
よ
う
と

い
う
指
向
性
と
考
え
れ
ば
、
や
は
り
家
族
主
義
に
起
因
す
る
価
値

意
識
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
菱
龍
光
氏
の
い
う
「
能
力
・
業

績
・
成
功
と
い
っ
た
後
天
的
努
力
に
よ
る
獲
得
要
因
に
対
し
て
、

年
齢
・
性
・
縁
故
な
ど
生
ま
れ
も
っ
た
素
質
で
あ
る
帰
属
要
因
を

重
視
す
る
態
度
」
と
は
、
人
々
の
家
族
的
〈
存
在
被
拘
東
性
〉
を

決
定
的
に
重
要
視
す
る
人
問
観
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
家
族
主
義

（
訂
ヨ
…
ω
ヨ
）
は
「
一
切
の
価
値
が
家
族
集
団
の
維
持
存
続
と
そ

の
機
能
に
関
連
し
て
決
定
さ
れ
る
社
会
組
織
の
形
態
」
（
斐
、
竃
）

と
説
明
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
必
然
的
に
保
守
的
色
彩
を
帯
ぴ
る
も

の
で
あ
る
。

　
自
分
の
存
在
が
家
族
に
お
け
る
位
置
関
係
に
よ
っ
て
確
証
さ
れ

る
以
上
、
人
は
自
分
自
身
の
た
め
に
も
家
族
関
係
の
堅
持
と
強

化
に
つ
と
め
る
。
自
己
自
身
の
く
生
の
維
持
と
増
大
V
（
㌣
…

Ω
ξ
彗
）
が
と
り
も
な
お
さ
ず
家
族
の
絆
の
堅
持
と
強
化
に
つ

な
が
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
韓
国
人
に
特
徴
的
な
価
値
意
識
は
基
本
的
に
家

族
主
義
に
も
と
づ
い
て
い
る
と
い
え
る
。
人
問
関
係
の
序
列
性
・

情
誼
性
・
形
式
重
視
・
保
守
的
傾
向
も
い
わ
ぱ
家
族
主
義
か
ら
派

生
し
た
価
値
意
識
と
考
え
ら
れ
る
。
韓
国
人
に
と
づ
て
家
族
と
は

そ
れ
ほ
ど
重
い
存
在
な
の
で
あ
る
。

　
思
想
的
背
景
の
点
で
い
え
ば
、
そ
も
そ
も
儒
教
に
お
い
て
何
よ

り
も
強
調
さ
れ
る
の
は
家
族
な
い
し
親
族
の
倫
理
で
あ
る
。
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

こ
と
は
、
儒
教
倫
理
の
基
本
綱
領
と
い
う
べ
き
五
倫
の
う
ち
父
子

有
親
・
夫
婦
有
別
・
長
幼
有
序
の
三
つ
が
家
族
関
係
の
倫
理
で
あ

る
こ
と
に
表
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
韓
国
現
代
社
会
史
の
観
点
で
も

つ
ぎ
の
よ
う
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
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「
韓
国
人
た
ち
の
経
済
生
活
は
世
界
の
ど
の
民
族
よ
り
も
家
族

中
心
的
だ
と
見
な
し
て
も
そ
れ
ほ
ど
間
違
い
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

日
帝
の
植
民
統
治
、
朝
鮮
戦
争
、
戦
後
の
混
乱
、
急
激
な
産
業
化

な
ど
を
、
わ
ず
か
一
三
二
世
代
で
経
験
し
、
韓
国
人
た
ち
は
も
っ

ぱ
ら
家
族
を
中
心
に
壮
絶
な
生
存
闘
争
を
く
り
ひ
ろ
げ
て
き
た
と

い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
大
多
数
の
韓
国
人
に
と
っ

て
家
族
主
義
は
選
択
の
余
地
が
な
い
生
存
の
様
式
で
あ
っ
た
。
彼

ら
に
は
、
一
日
一
日
の
生
活
が
家
族
の
利
益
の
た
め
に
望
ま
し
い

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
が
脳
裏
に
焼
き
つ
い
て

お
り
、
実
際
そ
の
よ
う
に
生
活
を
営
ん
で
い
る
。
個
人
の
次
元
の

こ
の
よ
う
な
態
度
は
経
済
全
体
の
次
元
で
も
非
常
に
重
要
な
結
果

を
も
た
ら
し
て
い
る
。
」
（
愼
・
張
、
忘
）

　
じ
っ
さ
い
韓
国
社
会
に
お
け
る
家
族
へ
の
帰
属
と
忠
誠
は
、
同

じ
儒
教
文
化
圏
に
属
す
る
中
国
や
日
本
よ
り
も
強
く
、
こ
の
よ
う

な
「
極
度
σ
家
族
中
心
主
義
的
秩
序
は
韓
国
社
会
を
性
格
づ
け
る

核
心
的
特
質
」
（
張
①
、
曽
N
）
と
考
え
ら
れ
る
。

第
三
節
価
値
意
識
の
枠
と
序
列
性

　
第
二
節
で
み
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
価
値
意
識
の
分
析
と
あ

わ
せ
て
、
価
値
意
識
の
動
揺
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
く

り
か
え
さ
な
い
が
、
そ
れ
ら
は
お
お
む
ね
、
儒
教
色
の
濃
い
韓
国

の
因
襲
的
価
値
意
識
と
近
代
市
民
社
会
に
根
を
お
ろ
し
て
い
る
欧

米
の
合
理
的
価
値
意
識
と
の
姐
蛭
に
よ
る
も
の
だ
と
い
っ
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。
こ
の
齪
鯖
状
況
下
で
の
韓
国
人
の
意
識
変
動
に
か
ん

す
る
い
く
つ
か
の
見
解
を
ま
ず
見
て
み
よ
う
。

　
「
〔
韓
国
人
は
〕
伝
統
的
権
威
主
義
の
価
値
観
か
ら
脱
皮
し
、
個

人
の
能
力
と
成
就
に
よ
る
普
遍
的
基
準
に
も
と
づ
い
た
均
等
な
機

会
、
公
正
な
競
争
、
水
平
的
人
間
関
係
な
ど
と
し
て
特
徴
づ
け
ら

れ
る
平
等
主
義
的
価
値
観
を
志
向
し
て
き
て
い
る
。
」
（
嚢
、
ミ
）

　
「
韓
国
社
会
で
は
す
で
に
近
代
化
過
程
で
家
族
・
階
層
・
組
織

体
・
地
域
社
会
・
国
家
な
ど
種
々
の
水
準
の
集
合
体
に
お
い
て
個

別
化
現
象
が
目
立
っ
て
お
り
、
将
来
の
改
変
が
さ
ら
に
深
刻
化
す

る
見
通
し
で
あ
る
。
自
分
の
行
動
路
線
や
将
来
は
集
団
や
他
人
の

た
め
に
で
は
な
く
、
み
ず
か
ら
の
判
断
で
決
定
し
、
み
ず
か
ら
の

努
力
と
能
力
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
、
み
ず
か
ら
責
任
を
負
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
個
人
主
義
的
価
値
観
が
す
で
に
韓
国
人
に

か
な
り
深
く
内
面
化
し
て
い
る
。
」
（
李
、
竃
）

　
「
人
間
関
係
に
お
い
て
上
下
の
位
階
性
と
序
列
性
を
強
調
し
、

と
く
に
下
の
者
の
上
の
者
に
対
す
る
礼
節
と
服
従
を
要
求
し
て
い

た
〃
伝
統
的
”
な
権
威
主
義
的
規
範
体
系
が
今
日
は
な
は
だ
し
く
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弱
ま
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
平
等
を
強
調
す
る
”
現
代

的
”
な
規
範
が
強
ま
っ
て
い
る
の
が
一
般
的
な
趨
勢
だ
と
い
え

る
。
」
（
林
、
昌
ω
－
M
巨
）

　
フ
一
ん
に
ち
韓
国
の
家
族
価
値
観
に
お
い
て
伝
統
的
な
儒
教
価

値
観
と
西
欧
的
価
値
観
が
妥
協
的
に
共
存
し
て
い
る
が
、
そ
の
変

遷
方
向
は
西
欧
的
な
も
の
へ
向
か
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
」
（
洪
、

o
。
ω
）

　
右
の
論
者
た
ち
は
旧
来
の
価
値
意
識
か
ら
欧
米
流
の
合
理
的
価

値
意
識
へ
の
移
行
が
見
ら
れ
る
と
考
え
て
い
る
。
要
す
る
に
こ
れ

は
「
近
代
化
」
が
ひ
き
つ
づ
き
す
す
ん
で
ゆ
く
と
す
る
予
測
で
あ

る
。
そ
う
し
た
見
解
に
対
し
て
橦
泰
換
氏
は
千
人
あ
ま
り
の
国
民

の
協
力
を
得
て
行
な
っ
た
意
識
調
査
を
ふ
ま
え
て
、
「
個
人
指

向
・
現
在
指
向
・
革
新
指
向
・
平
等
指
向
が
近
代
的
な
価
値
で
あ

り
、
し
た
が
っ
て
今
後
こ
の
よ
う
な
方
向
に
私
た
ち
の
社
会
の
支

配
的
価
値
が
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
だ
ろ
う
と
仮
定
す
る
こ
と
は
非
常

に
む
ず
か
し
い
。
お
そ
ら
く
相
当
の
期
間
、
価
値
観
の
葛
藤
・
混

乱
が
つ
づ
く
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
」
（
機
、
畠
）
と

し
て
、
価
値
意
識
の
「
近
代
化
」
の
進
行
に
疑
問
を
呈
す
る
。
さ

き
の
金
泰
吉
氏
も
「
韓
国
の
家
族
主
義
も
し
だ
い
に
そ
の
勢
力
が

衰
退
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
は
す
る
が
、
い
ま
だ
に
そ
の
残
影
は
相

当
に
濃
厚
な
ま
ま
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
」
（
金
①
、
冨
－
）
と
記
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
家
族
主
義
が
そ
れ
で
も
な
お
強
い
と
い
う

点
が
重
要
で
あ
る
。
論
者
全
員
が
、
因
襲
的
価
値
意
識
と
り
わ
け

家
族
主
義
の
強
固
性
の
認
識
で
は
一
致
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
少
し

ず
つ
弱
ま
づ
て
ゆ
く
の
か
、
そ
れ
と
も
強
靱
な
生
命
力
を
維
持
し

て
ゆ
く
の
か
と
い
う
点
で
、
意
見
が
わ
か
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
予
測
さ
れ
る
の
は
、
家
族
主
義
に
代
表
さ
れ
る
因
襲
的

価
値
意
識
は
た
ん
に
量
的
な
意
味
で
強
い
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば

枠
（
h
冨
ヨ
①
峯
o
芽
）
と
し
て
韓
国
人
の
生
活
感
性
に
深
く
根
を

お
ろ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ

れ
は
強
い
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
家
族
主
義
的
価
値
意
識
が
枠
と

な
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
か
ら
の
脱
皮
が
論
じ
ら
れ
た
り
、

そ
れ
が
今
日
な
お
強
靱
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
り
す
る
の
で

あ
る
。

　
枠
は
規
範
で
あ
り
形
式
で
あ
る
。
儒
教
的
儀
礼
に
お
け
る
形
式

の
重
視
は
そ
の
こ
と
を
象
徴
的
に
表
わ
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
枠

は
ま
さ
に
形
式
で
あ
る
が
ゆ
え
に
形
骸
化
し
や
す
い
の
で
あ
る
。

だ
と
す
る
と
家
族
主
義
的
価
値
意
識
が
時
代
と
と
も
に
形
骸
化
し

て
ゆ
く
の
も
い
わ
ば
必
然
的
な
こ
と
■
か
も
し
れ
な
い
。
し
ば
し
ぱ

指
摘
さ
れ
る
「
価
値
観
の
混
乱
」
も
こ
の
枠
の
形
骸
化
現
象
に
ほ
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か
な
ら
な
い
わ
け
だ
が
、
家
族
主
義
的
価
値
観
が
形
骸
化
す
る
と

す
れ
ば
、
そ
の
内
実
と
し
て
何
が
入
り
こ
ん
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
は
欧
米
流
の
合
理
性
と
個
人
主
義
を
中

軸
と
し
た
「
近
代
的
」
価
値
意
識
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
知
ら

ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
浸
透
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
高
永
復
氏
は
こ

の
こ
と
を
韓
国
の
歴
史
的
経
緯
と
関
連
さ
せ
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
論

じ
て
い
る
。

　
「
解
放
後
今
日
ま
で
の
韓
国
の
文
化
構
造
の
ひ
と
つ
の
特
異
な

点
は
、
外
部
か
ら
の
文
化
衝
撃
に
よ
っ
て
価
値
創
造
の
作
業
が
自

律
性
に
立
脚
し
た
自
然
発
生
的
な
過
程
を
経
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
八
月
一
五
日
以
降
の
開
放
体
制
は
外
来
文
化

を
無
批
判
に
受
け
入
れ
、
そ
れ
を
現
実
生
活
を
規
制
す
る
基
準
文

化
と
誤
認
さ
せ
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
現
象
を
も
た
ら
し
た

の
に
は
、
い
く
つ
か
の
要
因
が
あ
る
。

　
そ
の
う
ち
も
っ
と
も
重
要
な
も
の
は
、
日
本
の
久
し
い
植
民
政

策
が
文
化
の
受
容
層
を
し
て
日
本
文
化
、
そ
れ
も
西
欧
文
化
の
模

倣
文
化
だ
け
を
教
示
し
、
在
来
の
韓
国
文
化
の
発
掘
や
整
備
の
機

会
を
ま
っ
た
く
提
供
し
な
か
う
た
た
め
、
韓
国
の
知
識
層
に
意
識

上
の
在
来
文
化
の
断
絶
を
招
来
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
八
月
一
五
日
の
解
放
後
、
波
の
よ
う
に
押
し
よ

せ
て
き
た
西
欧
文
化
を
主
体
的
に
受
け
入
れ
る
批
判
能
力
を
喪
失

し
、
く
わ
え
て
韓
国
の
知
識
層
を
構
成
す
る
外
遊
知
識
人
の
国
際

主
義
的
思
考
が
政
策
決
定
の
中
心
と
な
ウ
て
き
た
た
め
、
韓
国
で

の
西
欧
文
化
の
伝
播
に
は
何
の
抵
抗
や
反
掻
も
な
く
、
そ
の
進
行

は
順
調
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
た
め
外
来
文
化
の
受
容
は
、
そ
れ
が
と
う
ぜ
ん
経
験
す
べ

き
在
来
文
化
と
の
衝
突
も
な
く
成
し
と
げ
ら
れ
、
在
来
文
化
に
深

刻
な
解
体
や
再
構
成
の
契
機
を
与
え
る
こ
と
な
く
、
既
存
の
在
来

文
化
の
う
え
に
そ
の
ま
ま
外
来
文
化
を
逆
さ
に
し
て
か
ぶ
せ
る
複

合
構
造
を
つ
く
り
だ
し
た
。
在
来
文
化
の
表
層
と
外
来
文
化
の
表

層
と
が
互
い
に
接
触
し
、
皮
相
的
な
い
く
つ
か
の
文
化
受
容
が
も

た
ら
さ
れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
」
（
高
①
、
＝
蜆
）

　
解
放
後
の
韓
国
に
は
欧
米
文
化
が
「
波
の
よ
う
に
押
し
よ
せ

て
」
き
て
人
々
は
そ
れ
を
い
わ
ぱ
未
消
化
の
ま
ま
の
み
こ
ん
で
し

ま
っ
た
。
工
業
化
と
経
済
成
長
が
急
速
に
す
す
ん
だ
た
め
、
本
来

そ
れ
に
と
も
な
う
べ
き
人
々
の
価
値
意
識
の
構
造
的
変
化
が
起
こ

ら
ず
、
た
だ
外
来
文
化
の
表
層
だ
け
、
す
な
わ
ち
目
の
前
の
き
ら

び
や
か
な
「
現
実
」
だ
け
を
人
々
は
日
常
生
活
の
な
か
で
受
け
入

れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
価
値
意
識
の
枠
は
従
来
の
ま
ま
で
あ
り
な
が
ら
、
現
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実
に
は
価
値
体
系
の
異
な
る
欧
米
文
化
と
直
面
し
た
た
め
、
枠
は

必
然
的
に
形
骸
化
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
価
値
意
識
の
齪
麗
は
潜

在
的
に
す
す
ん
だ
。
そ
れ
は
枠
と
し
て
の
因
襲
的
価
値
意
識
の
形

骸
化
過
程
が
日
常
生
活
に
お
い
て
無
自
覚
の
う
ち
に
進
行
し
た
と

い
う
理
由
と
、
そ
も
そ
も
因
襲
的
価
値
意
識
が
枠
で
あ
づ
た
と
い

う
理
由
に
よ
る
。
因
襲
的
価
値
意
識
が
枠
で
あ
り
器
で
あ
っ
た
か

ら
こ
そ
、
そ
の
内
部
に
異
質
な
も
の
を
受
け
入
れ
た
の
で
あ
う
て
、

さ
も
な
け
れ
ぱ
因
襲
的
価
値
意
識
と
欧
米
的
価
値
意
識
が
異
な
る

社
会
規
範
と
し
て
正
面
か
ら
ぷ
つ
か
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
こ

こ
に
も
因
襲
的
価
値
意
識
が
枠
で
あ
る
こ
と
の
根
拠
が
み
ら
れ
る
。

　
さ
て
社
会
規
範
と
し
て
通
用
す
る
枠
さ
え
保
っ
て
い
れ
ぱ
、
そ

の
中
身
は
実
際
に
は
さ
ほ
ど
問
題
に
な
ら
な
い
こ
と
が
多
い
。
た

と
え
ば
第
一
節
で
あ
げ
た
物
質
主
義
・
快
楽
主
義
・
刹
那
的
消
費

主
義
を
愚
い
浮
か
べ
れ
ば
よ
い
し
、
あ
る
い
は
集
団
的
利
己
主
義

や
実
質
的
合
理
性
を
考
え
て
も
よ
い
。
と
く
に
「
物
質
主
義
」
と

称
さ
れ
る
も
の
は
韓
国
人
の
な
か
に
か
な
り
深
く
浸
透
し
て
い
る

よ
う
で
、
社
会
秩
序
や
人
問
関
係
と
し
て
は
と
り
た
て
て
非
難
さ

れ
な
く
と
も
、
よ
り
倫
理
的
な
意
味
で
問
題
視
さ
れ
る
場
合
が
あ

る
。
李
相
周
氏
も
物
質
主
義
を
道
徳
主
義
と
対
立
す
る
も
の
と
見

な
し
、
「
韓
国
社
会
の
工
業
化
過
程
で
す
で
に
物
質
的
価
値
が
た

い
へ
ん
強
調
さ
れ
て
お
り
、
工
業
化
の
経
済
的
物
質
的
成
果
に
よ

っ
て
刺
戟
さ
れ
た
人
々
の
物
質
的
欲
求
は
物
質
主
義
価
値
観
を
正

当
化
す
る
傾
向
が
あ
る
」
（
李
、
塞
）
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
高

範
瑞
氏
も
今
日
の
韓
国
人
を
支
配
し
て
い
る
価
値
観
の
ひ
と
つ
に

物
質
主
義
を
あ
げ
て
批
判
し
て
い
る
（
高
②
、
畠
㌣
N
富
）
。
興
味

深
い
の
は
斐
龍
光
氏
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
論
述
で
あ
る
。

　
「
伝
統
的
人
本
主
義
が
物
質
主
義
の
方
向
に
変
化
し
は
じ
め
た

こ
と
は
工
業
化
な
ど
の
社
会
構
造
的
変
化
の
結
果
で
あ
づ
た
。
し

た
が
っ
て
今
日
の
韓
国
社
会
に
お
け
る
物
質
主
義
は
、
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
倫
理
の
よ
う
な
倫
理
体
系
に
も
と
づ
く
も
の
で
は
な
く
、

物
質
の
所
有
が
伝
統
社
会
に
お
け
る
身
分
的
地
位
に
代
わ
る
と
い

う
地
位
体
系
の
変
化
過
程
で
急
増
し
た
拝
金
主
義
的
性
格
を
帯
び

て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
〔
そ
れ
は
〕
非
倫
理
的
物
質
の
蓄

積
と
誇
示
的
消
費
を
特
徴
と
す
る
物
質
的
成
功
主
義
と
し
て
要
約

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
」
（
菱
、
ミ
）

　
物
質
的
消
費
そ
の
も
の
が
自
己
目
的
化
し
た
り
消
費
が
新
た
な

欲
望
を
か
き
た
て
た
り
す
る
こ
と
は
消
費
社
会
一
般
の
特
徴
で
あ

る
が
、
韓
国
の
場
合
、
消
費
の
誇
示
的
側
面
が
と
く
に
強
い
よ
う

で
あ
る
。
「
誇
示
的
消
費
」
と
は
ヴ
ェ
ブ
レ
ン
（
↓
．
更
＜
①
巨
彗
）

の
造
語
で
あ
る
が
、
韓
国
人
の
価
値
意
識
の
研
究
に
お
い
て
重
要
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な
手
が
か
り
と
な
る
鍵
概
念
で
あ
る
。

　
韓
国
社
会
は
儒
教
の
影
響
に
よ
り
上
下
関
係
が
は
っ
き
り
し
た

序
列
的
社
会
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
前
述
の
よ
う
に
家
族
内
で
の
序

列
を
モ
デ
ル
に
し
て
社
会
全
体
に
拡
大
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

社
会
に
お
い
て
序
列
を
決
め
る
の
は
与
え
ら
れ
た
身
分
で
あ
っ
た
。

時
代
が
変
わ
っ
て
制
度
的
な
身
分
的
地
位
は
解
消
さ
れ
た
は
ず
だ

が
、
序
列
意
識
は
枠
と
し
て
残
っ
た
。
そ
こ
で
旧
来
の
身
分
的
地

位
に
か
わ
っ
て
人
々
の
序
列
を
決
定
づ
け
る
基
準
と
し
て
登
場
し

た
の
が
物
質
の
所
有
で
あ
る
。
し
か
も
物
質
を
た
だ
所
有
し
て
い

れ
ば
よ
い
だ
け
で
な
く
、
他
人
に
そ
れ
を
見
せ
て
、
物
質
所
有
の

、
　
　
　
、

程
度
と
い
う
点
で
自
分
の
位
置
を
認
定
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

物
質
は
た
だ
自
分
の
生
活
上
の
必
要
か
ら
消
費
す
る
の
で
は
な
く
、

他
人
に
見
せ
つ
け
る
と
い
う
意
味
あ
い
が
こ
め
ら
れ
て
お
り
、
そ

　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

の
た
め
誇
示
的
消
費
と
呼
ぱ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
た
し
か
に
一
見
し
た
と
こ
ろ
消
費
社
会
や
物
質
主
義
が
到
来
し

て
人
々
の
価
値
意
識
が
変
化
し
た
か
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
実
際

は
旧
来
の
身
分
制
度
が
し
め
て
い
た
序
列
基
準
の
位
置
に
物
質
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

義
が
入
り
こ
ん
だ
だ
け
、
つ
ま
り
基
準
が
変
わ
っ
た
だ
け
で
あ
っ

て
、
序
列
的
価
値
意
識
の
枠
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。
家
族
主
義
と

そ
こ
か
ら
派
生
し
た
序
列
意
識
は
、
消
費
社
会
の
到
来
後
も
枠
と

し
て
残
り
つ
づ
け
て
い
る
。
李
相
周
氏
は
現
代
韓
国
人
の
「
行
動

上
の
価
値
観
」
と
「
観
念
上
の
価
値
観
」
が
乖
離
し
て
い
る
こ
と

を
指
摘
し
、
「
『
行
動
上
の
価
直
観
』
は
物
質
主
義
的
傾
向
が
つ
よ

い
の
に
対
し
『
観
念
上
の
価
直
観
』
（
言
葉
で
表
現
さ
れ
た
価
値

観
）
は
道
徳
主
義
的
傾
向
を
帯
び
て
い
る
」
と
論
じ
て
い
る
（
李
、

8
）
。
ま
た
金
泰
吉
氏
も
「
行
動
の
原
動
力
と
し
て
の
価
値
観
」

と
「
観
念
と
し
て
の
価
値
観
」
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る

（
金
①
、
ミ
㌣
－
ミ
）
。
だ
が
こ
こ
で
対
立
的
に
と
ら
え
ら
れ
て
い

る
二
つ
の
価
値
観
は
、
正
確
に
い
え
ぱ
枠
と
中
身
と
の
関
係
に
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
よ
り
容
易
に
表
面
化
す
る
の
は
、

社
会
規
範
の
形
式
で
あ
る
枠
の
ほ
う
で
あ
る
。
李
相
周
氏
が
「
観

　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

念
上
の
価
値
観
」
を
言
葉
で
表
現
さ
れ
た
価
値
観
と
説
明
し
た
の

は
、
ま
さ
に
そ
の
た
め
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
「
韓
国
社
会
は
近
代
性
の
段
階
を
経
る
ま
え
に
後
期
資

本
主
義
段
階
の
生
産
組
織
と
文
化
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解

き
が
た
い
文
化
的
矛
盾
に
お
ち
い
っ
て
い
る
」
と
い
う
指
摘
も
あ

る
（
車
、
8
）
。
韓
国
の
近
代
化
が
遅
れ
た
の
は
も
ち
ろ
ん
日
帝

侵
掠
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
が
、
こ
こ
で
い
う
文
化
的
矛
盾
と

は
、
因
襲
的
価
値
意
識
と
い
う
枠
と
、
そ
の
内
部
に
入
り
こ
ん
で

き
た
資
本
主
義
的
・
消
費
社
会
的
価
値
意
識
と
の
矛
盾
で
あ
る
と
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解
釈
で
き
る
。
こ
う
し
て
人
々
は
枠
と
中
身
と
の
齪
齪
を
気
に
と

め
ず
外
来
文
化
や
消
費
文
化
を
消
化
不
良
の
ま
ま
そ
の
枠
の
な
か

に
取
り
こ
み
、
新
た
な
基
準
に
よ
っ
て
序
列
性
を
生
み
だ
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

第
四
節
個
人
の
自
立
と
自
律

　
「
世
界
史
は
人
間
の
自
己
解
放
の
歴
史
で
あ
る
」
と
車
仁
錫
氏

は
い
う
。
し
か
し
韓
国
で
は
必
ず
し
も
人
間
の
解
放
や
民
主
化
が

す
す
ん
で
い
る
と
は
い
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
「
韓
国
の
文
化
も

例
外
な
く
世
界
史
の
流
れ
の
な
か
で
変
化
を
蒙
る
よ
う
に
な
る
で

あ
ろ
う
。
だ
が
今
日
の
状
況
は
発
展
で
な
く
、
う
ま
く
ゆ
か
な
い

近
代
化
で
あ
る
。
脱
伝
統
過
程
で
廃
棄
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い

古
い
価
値
が
資
本
主
義
の
否
定
的
傾
向
と
親
和
性
を
も
っ
て
い
る

こ
と
に
よ
う
て
、
韓
国
社
会
は
自
律
性
の
段
階
を
へ
る
こ
と
な
く

二
一
世
紀
に
向
か
う
と
い
う
局
面
に
あ
る
」
（
車
、
H
O
。
）
。
韓
国
の

徹
底
し
た
序
列
社
会
・
序
列
意
識
は
明
ら
か
に
民
主
的
と
は
い
え

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
人
々
を
固
定
的
位
置
に
拘
束
す

る
も
の
で
、
ま
さ
に
解
放
の
対
極
に
あ
る
と
い
え
る
。
も
ち
ろ
ん

こ
れ
は
韓
国
一
国
の
間
題
で
は
な
く
、
東
ア
ジ
ア
の
儒
教
文
化
圏

に
共
通
す
る
問
題
で
あ
る
。

　
民
主
主
義
は
い
う
ま
で
も
な
く
自
由
で
平
等
な
自
律
的
個
人
を

前
提
す
る
。
「
個
人
の
解
放
と
自
由
を
強
調
す
る
強
力
な
価
値
体

系
お
よ
び
信
念
体
系
」
（
↓
…
罵
『
、
ω
畠
）
と
い
う
側
面
は
、
民

主
主
義
の
本
質
に
属
す
る
。
そ
の
よ
う
な
個
人
、
主
体
と
し
て
の

個
人
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
は
民
主
主
義
も
市
民
社
会

も
形
成
さ
れ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
伝
播
文
化
で
あ
っ

た
自
曲
主
義
も
民
主
主
義
も
人
々
の
生
活
の
外
皮
的
側
面
で
漂
流

し
た
だ
け
で
、
生
活
．
の
基
底
に
定
着
す
る
ま
で
に
は
成
功
し
え
な

か
っ
た
の
は
、
結
局
そ
れ
が
私
た
ち
の
社
会
生
活
の
集
合
表
象
の

具
現
と
し
て
の
創
造
的
価
値
規
範
で
は
な
か
っ
た
か
ら
な
の
で
あ

る
」
（
高
①
、
＝
㌣
H
冨
）
と
い
う
指
摘
は
、
正
鵠
を
え
た
評
言
で

あ
ろ
う
。

　
、
　
　
　
、

　
個
人
と
い
う
の
は
基
本
的
に
西
洋
出
自
の
概
念
で
あ
り
、
東
ア

ジ
ア
の
儒
教
文
化
圏
で
は
個
人
が
個
人
と
し
て
存
立
し
認
定
さ
れ

る
こ
と
は
例
外
的
だ
う
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
で
に
見
た
と
お

り
韓
国
社
会
で
は
人
は
家
族
関
係
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
は

じ
め
て
存
在
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
人
が
家
族
を
ま
っ
た

く
離
れ
て
個
人
と
し
て
認
定
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。

こ
の
人
間
関
係
の
構
造
が
社
会
全
体
に
拡
大
さ
れ
て
い
た
と
す
れ

ば
、
社
会
に
お
い
て
も
個
人
は
原
理
的
に
成
立
し
え
な
か
っ
た
。
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そ
こ
で
は
「
人
間
と
人
間
が
同
等
な
権
利
で
自
曲
に
接
近
し
協
調

す
る
の
で
は
な
く
、
身
分
と
身
分
、
格
式
と
格
式
が
交
渉
す
る
封

建
的
人
間
関
係
」
（
高
①
、
冨
㊤
）
が
基
本
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
何
も
私
は
西
洋
文
化
が
無
条
件
に
よ
く
東
ア
ジ
ア
の
文
化
は
も

と
も
と
劣
う
て
い
る
な
ど
と
い
う
つ
も
り
は
な
い
。
た
だ
、
東
ア

ジ
ア
の
儒
教
文
化
が
人
々
を
不
平
等
な
関
係
に
位
置
づ
け
、
旨
曲

を
奪
う
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
や
は
り
根
本
的
に
改
善
す
べ
き
だ
と

思
わ
れ
る
。
儒
教
文
化
は
「
西
洋
の
近
代
恩
想
が
強
調
し
た
人
間

解
放
と
個
人
の
自
覚
を
抑
圧
し
、
結
果
的
に
人
問
の
尊
厳
性
を
萎

縮
さ
せ
る
点
に
、
非
人
間
的
側
面
を
露
呈
し
た
」
（
李
、
；
）
と

い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
状
態
を
克
服
す
る
第
一
歩
は
や

は
り
個
人
の
確
立
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
個
人
主
義
と
い
う
言
葉
は
韓
国
で
は
む
し
ろ
否
定
的
に
語
ら
れ

る
傾
向
が
あ
る
。
多
く
の
場
合
、
個
人
主
義
と
い
え
ば
”
悪
い
も

の
”
で
あ
り
、
嫌
悪
の
対
象
と
な
る
。
「
あ
の
人
は
と
て
も
個
人

主
義
的
だ
」
と
い
う
言
い
方
は
、
自
分
の
利
益
ぱ
か
り
を
追
求
す

る
タ
チ
の
悪
い
人
だ
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
個
人

主
義
と
利
己
主
義
が
同
じ
意
味
で
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
白
、

富
）
。
し
か
し
こ
の
語
法
は
必
要
以
上
に
否
定
的
な
よ
う
で
あ
る
。

「
韓
国
社
会
に
お
い
て
個
人
主
義
を
罵
倒
し
集
団
主
義
を
正
当
化

す
る
の
に
も
づ
と
も
有
用
な
は
た
ら
き
を
す
る
の
が
、
ま
さ
に
こ

の
利
己
的
個
人
主
義
な
の
で
あ
る
。
個
人
主
義
と
い
う
言
葉
は
つ

ね
に
利
己
と
放
縦
と
無
秩
序
と
い
っ
た
あ
ら
ゆ
る
悪
徳
の
代
名
詞

と
し
て
よ
く
用
い
ら
れ
て
お
り
、
個
人
主
義
者
は
集
団
の
目
標
に

無
関
心
で
無
責
任
な
日
和
見
主
義
者
を
指
称
す
る
言
葉
と
し
て
用

い
ら
れ
る
」
（
李
、
曽
）
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
「
個
人
」
を
想
定

す
る
の
は
不
適
切
で
あ
ろ
う
。
個
人
的
で
あ
る
こ
と
と
利
己
的
で

あ
る
こ
と
と
は
異
な
る
の
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
個
人
主
義
と
い

う
言
葉
は
因
襲
的
・
閉
鎖
的
集
団
を
維
持
す
る
イ
デ
才
ロ
ギ
ー
と

も
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
逆
に
、
個
人
主
義
と
対
立
す
る

集
団
主
義
の
ほ
う
が
よ
り
利
已
的
と
な
り
う
る
よ
う
で
あ
る
。
高

範
瑞
氏
は
韓
国
の
集
団
主
義
的
執
着
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
手
き
び
し

く
批
判
し
て
い
る
。

　
「
共
同
体
意
識
は
、
情
実
主
義
に
お
い
て
見
い
だ
さ
れ
る
家
族

や
同
窓
や
同
郷
人
に
対
す
る
非
道
徳
的
で
病
的
な
執
着
関
係
に
よ

る
凝
集
意
識
と
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な

情
実
主
義
的
執
着
は
共
同
体
で
は
な
く
、
共
同
体
を
害
し
破
壊
す

る
集
団
的
利
己
主
義
な
の
で
あ
る
。
共
同
体
は
主
体
的
独
立
性
を

も
っ
た
個
人
が
理
性
と
正
義
と
発
展
の
た
め
に
結
ぴ
つ
き
、
協
同

し
協
力
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
共
同
善
を
共
同
創
造
し
、
共
同
の
課
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題
を
共
同
遂
行
す
る
集
団
の
こ
と
で
あ
る
。
韓
国
人
に
は
こ
の
よ

う
な
共
同
体
を
形
成
す
る
能
力
が
欠
如
し
て
い
る
た
め
、
宗
親

会
・
同
窓
会
・
同
郷
人
会
・
契
な
ど
各
種
の
エ
セ
共
同
体
を
つ
く

る
こ
と
に
よ
っ
て
共
同
的
生
活
の
根
を
さ
が
そ
う
と
す
る
。
こ
の

よ
う
な
エ
セ
共
同
体
は
構
成
員
た
ち
の
問
の
心
的
紐
帯
関
係
を
つ

よ
め
る
機
能
を
果
た
す
が
、
社
会
や
国
家
の
発
展
に
寄
与
す
る
生

産
的
活
動
を
す
る
ケ
ー
ス
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
」
（
高
②
、
墨
蜆
）

　
集
団
的
弔
己
主
義
に
つ
い
て
は
李
相
周
氏
も
「
最
近
は
個
人
の

私
益
を
集
団
の
力
を
借
り
て
一
方
的
に
追
求
す
る
た
め
の
社
会
行

動
が
あ
ち
こ
ち
で
起
こ
う
て
お
り
、
今
後
こ
の
よ
う
な
集
団
化
し

た
利
己
主
義
が
さ
ら
に
蔓
延
す
る
可
能
性
が
高
い
」
と
指
摘
し
て

い
る
（
李
、
曽
）
。
こ
う
し
て
個
人
主
義
／
集
団
主
義
と
い
う
面

と
利
己
的
で
あ
る
か
な
い
か
と
い
う
面
と
は
異
な
る
側
面
と
考
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
右
の
高
範
瑞
氏
の
論
述
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
韓
国
の
集
団
は

一
般
的
に
ひ
と
り
ひ
と
り
の
自
立
し
た
構
成
員
に
よ
づ
て
形
成
さ

れ
る
の
で
は
な
く
、
自
分
の
帰
属
組
織
に
依
拠
し
て
人
々
が
情
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

的
に
結
び
つ
い
て
形
成
さ
れ
、
そ
こ
で
は
べ
う
た
り
し
た
人
間
関

係
が
営
ま
れ
る
。
張
潤
植
氏
は
、
相
手
に
対
す
る
一
種
の
義
務
感

に
よ
っ
て
対
人
関
係
を
持
続
形
成
し
、
何
ら
か
の
特
定
の
人
や
集

団
に
全
人
的
に
対
す
る
こ
と
を
全
人
主
義
と
規
定
し
た
う
え
で
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
論
ず
る
－
「
理
想
的
な
意
味
で
い
う
契
約
関
係

に
お
い
て
は
人
間
相
互
関
係
が
各
人
の
権
利
・
義
務
・
実
際
の
行

為
・
思
考
の
限
界
が
明
確
に
定
義
さ
れ
て
い
る
が
、
全
人
主
義
で

強
調
さ
れ
て
い
る
人
間
関
係
ー
く
り
か
え
せ
ば
義
理
に
も
と
づ

い
て
築
か
れ
る
人
間
関
係
に
お
い
て
は
、
各
人
の
実
際
の
行
動
・

思
慮
・
権
利
・
義
務
な
ど
の
明
確
な
限
界
が
な
く
、
拡
散
し
て
い

る
の
が
特
徴
で
あ
る
」
（
張
②
、
H
彗
）
。

　
こ
う
し
て
韓
国
の
因
襲
的
集
団
で
は
人
と
人
と
が
べ
っ
た
り
と

結
び
つ
い
て
お
り
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
自
立
性
と
自
律
性
が
形
成

さ
れ
に
く
い
。
そ
う
い
う
社
会
に
お
い
て
人
々
を
結
合
さ
せ
る
接

着
剤
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
は
序
列
性
と
温
情
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
、
「
家
族
に
対
す
る
愛
着
な
い
し
関
心
が
ほ
か
の
意
欲
や

動
機
を
圧
倒
し
、
行
動
の
主
導
権
を
握
る
と
い
う
生
活
態
度
」

（
金
①
、
－
o
。
－
）
と
い
う
家
族
主
義
の
特
質
が
ほ
か
の
集
団
に
も
拡

大
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
す
ぐ
に
理
解
で
き
る
。
右
の

張
潤
植
氏
の
い
う
全
人
主
義
も
、
そ
こ
に
固
有
な
温
情
を
生
み
だ

す
土
壌
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
韓
国
で
は
民
主
主
義
制
度
が
と
り
い
れ
ら
れ
て
い
る

が
、
そ
れ
は
韓
国
人
の
問
に
根
を
張
っ
て
い
る
序
列
意
識
と
原
理
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的
に
齪
鰭
を
き
た
す
も
の
で
、
実
際
に
は
な
か
な
か
韓
国
社
会
に

定
着
し
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
民
主
主
義
と
序
列
意
識
と
の

不
調
和
を
調
停
し
、
民
主
主
義
の
欠
如
を
お
ぎ
な
う
役
割
を
果
た

し
て
い
る
の
が
温
情
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
が
温
情
に
よ
う
て

民
主
主
義
の
体
裁
を
維
持
す
る
こ
と
は
、
た
だ
表
面
上
そ
れ
を
取

り
繕
う
に
す
ぎ
ず
、
む
し
ろ
民
主
主
義
を
韓
国
人
の
間
に
定
着
さ

せ
る
妨
げ
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
べ
て
の
人
々
が
解
放
さ

れ
る
民
主
的
な
市
民
社
会
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
や

は
り
人
問
ひ
と
り
ひ
と
り
が
個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
個
人
の
自
立
と
自
律
が

確
立
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
は
結

局
、
第
三
節
で
み
た
因
襲
的
価
値
意
識
の
枠
そ
の
も
の
を
外
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。

結
び
に
か
え
て

　
本
稿
で
は
今
日
の
韓
国
に
お
い
て
し
ば
し
ぱ
指
摘
さ
れ
る
「
価

値
観
の
混
乱
」
状
況
を
検
討
し
、
そ
の
作
業
を
つ
う
じ
て
韓
国
人

の
価
値
意
識
の
原
型
を
家
族
主
義
の
う
ち
に
見
い
だ
し
た
。
こ
こ

で
い
う
家
族
主
義
と
は
何
ら
か
の
理
論
体
系
で
は
な
く
、
人
が
家

族
関
係
の
な
か
で
適
切
な
位
置
を
与
え
ら
れ
て
は
じ
め
て
自
己
の

存
在
を
確
証
し
う
る
こ
と
で
あ
り
、
い
い
か
え
れ
ぱ
人
が
自
分
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
家
族
に
お
け
る
位
置
と
し
て
獲
得
す
る
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
れ
は
因
襲
的
に
価
値
意
識
の
枠
と
し
て

韓
国
人
一
般
の
生
活
感
性
の
な
か
に
根
を
お
ろ
し
て
き
た
。
人
問

関
係
の
序
列
性
、
情
誼
性
、
形
式
重
視
、
保
守
的
傾
向
な
ど
の
韓

国
人
の
価
値
意
識
の
特
徴
も
、
こ
の
家
族
主
義
と
い
う
枠
か
ら
派

生
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
家
族
主
義
的
枠
は
「
近
代
化
」
過
程
で
そ
う
と
う
形
骸
化
し
な

が
ら
も
生
き
残
り
、
そ
こ
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
序
列
意
識
が
形
を

か
え
て
発
現
す
る
。
つ
ま
り
、
か
つ
て
は
生
ま
れ
つ
き
与
え
ら
れ

た
身
分
に
よ
っ
て
人
は
社
会
的
に
序
列
化
さ
れ
て
い
た
が
、
身
分

制
が
な
く
な
づ
た
今
日
で
は
、
物
質
の
消
費
や
住
居
の
所
有
あ
る

い
は
学
歴
に
よ
っ
て
序
列
化
さ
れ
る
。
こ
れ
は
家
族
主
義
に
起
因

す
る
序
列
意
識
が
い
ま
な
お
強
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
だ
が
、

人
の
存
在
が
家
族
関
係
の
な
か
で
は
じ
め
て
認
定
さ
れ
る
こ
と
、

そ
し
て
そ
れ
が
序
列
的
関
係
で
あ
り
、
さ
ら
に
人
は
社
会
に
お
い

て
も
序
列
化
さ
れ
る
こ
と
は
、
人
間
の
解
放
や
自
由
・
平
等
の
対

極
に
あ
る
と
い
え
る
。
人
間
の
解
放
や
自
由
・
平
等
を
実
現
し
よ

う
と
す
る
の
で
あ
れ
ぱ
、
ま
ず
個
人
が
確
立
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
だ
ろ
う
。
自
立
的
で
自
律
的
な
個
人
に
よ
っ
て
民
主
的
な
社
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会
あ
る
い
は
市
民
社
会
が
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
日
本
で
も
決
し
て
市
民
社
会
は
十
分
に
確
立
さ
れ
て
い
な
い
が
、

本
稿
で
述
ぺ
た
家
族
主
義
的
傾
向
は
か
な
り
弱
ま
り
、
権
威
的
秩

序
が
く
ず
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
比
例
し
て
個
人
の
自
立
が
い
く
ら

か
す
す
ん
で
い
る
が
、
同
時
に
無
規
範
状
態
も
ひ
ろ
が
づ
て
お
り
、

と
く
に
こ
れ
は
今
日
深
刻
な
教
育
問
題
を
ひ
き
お
こ
し
て
い
る
。

そ
れ
に
く
ら
べ
る
と
韓
国
の
ほ
う
が
社
会
秩
序
の
「
乱
れ
」
は
は

る
か
に
少
な
く
、
健
全
な
社
会
環
境
が
保
た
れ
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
。
し
か
し
韓
国
の
社
会
環
境
が
双
手
を
あ
げ
て
無
条
件
に
歓

迎
す
べ
き
も
の
か
と
い
う
点
で
は
疑
問
が
残
る
。
そ
の
社
会
秩
序

の
安
定
は
序
列
的
権
威
的
道
徳
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
道
徳
、
そ
れ
は
い
か
に
粉
飾
さ
れ
て
い
よ

う
と
も
、
畢
寛
ひ
と
つ
の
集
団
が
存
続
す
る
た
め
の
社
会
的
統
制

手
段
の
一
種
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
」
（
金
②
、
曽
）
。
見
か
け
上
、

社
会
秩
序
が
安
定
し
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
人
々
の
不
平
等

な
序
列
関
係
を
前
提
し
て
い
る
・
か
ぎ
り
、
人
問
の
解
放
が
実
現
さ

れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。

　
韓
国
の
近
年
の
経
済
成
長
と
「
先
進
国
」
化
は
周
知
の
と
お
り

で
あ
る
。
し
か
し
「
め
ざ
ま
し
い
経
済
成
長
に
も
か
か
わ
ら
ず
市

民
社
会
で
期
待
さ
れ
る
自
我
意
識
は
成
熟
せ
ず
、
む
し
ろ
快
楽
主

義
に
お
ぼ
れ
た
利
己
心
が
経
済
行
為
の
動
機
と
な
っ
て
し
ま
っ
た

の
で
あ
る
」
（
車
、
尽
）
。
だ
と
す
れ
ぱ
市
民
社
会
的
自
我
意
識
の

形
成
、
つ
ま
り
市
民
社
会
的
個
人
の
確
立
が
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
。
今
か
ら
二
〇
年
も
前
に
韓
完
相
氏
は
、
市
民
社
会
の
形
成
と

建
設
が
韓
国
の
課
題
だ
と
し
て
、
「
民
衆
が
主
体
的
に
多
元
的
解

放
社
会
を
建
設
し
う
る
勢
力
に
成
長
し
成
熟
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な

い
」
と
論
じ
、
人
々
の
自
立
と
自
律
の
必
要
性
を
主
張
し
た
（
韓
、

昌
）
。
こ
の
主
張
に
は
い
ま
な
お
説
得
力
が
あ
る
。

　
そ
の
た
め
に
は
因
襲
的
に
韓
国
人
の
価
値
意
識
の
枠
と
し
て
根

づ
い
て
き
た
家
族
主
義
、
と
り
わ
け
そ
の
序
列
的
側
面
の
改
変
を

せ
ま
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
家
族
主
義
の
改
変
は
な
に
も
家
族
の
親

密
な
関
係
を
否
定
し
、
家
族
の
断
絶
や
解
体
を
意
味
す
る
も
の
で

は
な
い
。
た
だ
、
人
々
が
家
族
の
序
列
的
関
係
の
な
か
で
位
置
を

与
え
ら
れ
て
目
己
の
存
在
を
獲
得
す
る
の
で
は
な
く
、
ひ
と
り
ひ

と
り
が
個
人
と
し
て
自
立
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
引
照
文
献
　
す
べ
て
韓
国
で
発
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

高
①
二
局
永
復
「
傳
統
主
義
と
脱
傳
統
主
義
」
國
際
文
化
財
團
編
『
韓

　
國
の
肚
禽
」
時
事
英
語
耐
、
一
九
八
五
年
。

高
②
二
局
範
瑞
『
債
値
観
研
究
』
ナ
ナ
ム
出
版
、
一
九
九
二
年
。
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槽
一
槽
泰
換
「
生
の
質
」
ソ
ウ
ル
大
學
校
肚
奮
科
學
研
究
所
『
鱒
換
期

　
の
韓
國
肚
會
』
韓
國
日
報
肚
出
版
局
、
一
九
八
七
年
。

金
①
一
金
泰
吉
『
職
業
倫
理
と
韓
國
人
の
債
値
観
』
哲
學
と
現
實
耽
、

　
一
九
九
七
隼
。

金
②
一
金
永
詰
「
韓
國
杜
會
の
倫
理
的
状
況
」
高
麗
大
學
校
民
族
文
化

　
研
究
所
『
現
代
肚
會
と
榑
統
倫
理
』
一
九
八
六
年
。

襲
一
襲
龍
光
「
東
西
洋
の
規
範
文
化
の
襲
化
に
か
ん
す
る
肚
會
學
的
研

　
究
」
韓
國
精
神
文
化
研
究
院
『
韓
國
耐
會
の
規
範
文
化
』
、
一
九
八

　
三
年
。

白
一
白
完
基
『
民
主
主
義
文
化
論
』
ナ
ナ
ム
出
版
、
一
九
九
四
年
。

愼
・
張
一
愼
鏑
度
・
張
慶
愛
『
二
一
世
紀
韓
國
の
家
族
と
共
同
髄
文

　
化
』
知
識
産
業
杜
、
一
九
九
六
年
。

李
一
李
相
周
「
解
放
四
〇
年
一
債
値
意
識
の
愛
化
と
展
望
」
ソ
ウ
ル
大

　
學
校
杜
會
科
學
研
究
所
編
『
憤
値
意
識
の
愛
化
と
展
望
」
、
一
九
八

　
六
年
。

林
一
林
嬉
饗
『
韓
國
の
肚
會
愛
動
と
債
値
観
』
ナ
ナ
ム
出
版
、
一
九
九

　
四
年
。

張
①
一
張
慶
饗
「
家
族
と
肚
會
構
造
」
韓
完
相
ほ
か
『
韓
國
耽
會
學
』

　
民
音
杜
、
　
一
九
九
六
年
。

張
②
一
張
潤
植
「
韓
國
杜
會
構
造
論
試
図
」
國
際
文
化
財
團
編
『
韓
國

　
の
杜
會
』
時
事
英
語
肚
、
一
九
八
五
年
。

車
一
車
仁
■
錫
「
脱
榑
統
の
文
化
」
韓
國
哲
學
會
編
『
文
化
哲
學
』
哲
學

　
と
現
實
杜
、
一
九
九
五
年
。

崔
①
一
崔
在
錫
「
家
族
制
度
」
國
際
文
化
財
團
編
『
韓
國
の
肚
會
』
時

　
事
英
語
耐
、
一
九
八
五
年
。

崔
②
一
崔
在
錫
『
改
訂
　
韓
國
家
族
研
究
』
一
志
肚
、
一
九
八
二
年
。

韓
一
韓
完
相
『
現
代
肚
會
學
の
危
機
』
経
文
肚
、
一
九
七
七
年
。

洪
一
洪
承
穣
「
償
値
志
向
の
鍵
化
」
韓
國
杜
會
科
學
研
究
所
編
『
韓
國

　
肚
曾
論
』
民
音
杜
、
一
九
八
○
年
。

↓
弓
冨
『
こ
．
声
↓
昌
；
『
一
g
四
一
。
一
／
金
文
朝
ほ
か
訳
『
耐
會
學
理
論

　
の
形
成
」
イ
ル
シ
ン
肚
、
一
九
九
七
年
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
講
師
）
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