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か
ら
『
意
識
共
有
』
へ
」（
小
此
木
政

夫
編
『
韓
国
に
お
け
る
市
民
意
識
の
動

態
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇

五
年
）
と
い
う
日
韓
関
係
の
変
容
に
注

目
し
た
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
隔
世
の
感

が
あ
る
。
日
韓
四
〇
周
年
の
頃
は
、
確

か
に
、
自
由
民
主
主
義
体
制
や
米
国
と

の
同
盟
を
基
軸
と
す
る
外
交
安
保
体
制

を
共
有
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、「
韓

流
」／「
日
流
」
ブ
ー
ム
の
な
か
で
、
市

民
意
識
も
「
対
等
感
」
が
ベ
ー
ス
に
な

り
つ
つ
あ
っ
た
。
長
ら
く
「
日
本
優

位
」
だ
っ
た
関
係
が
対
称
的
に
な
っ
た

の
は
画
期
的
な
こ
と
だ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
近
年
、
互
い
の
政
治
体

制
に
対
す
る
違
和
感
だ
け
で
な
く
、
外

交
安
保
政
策
に
も
齟
齬
が
広
が
っ
て
い

る
こ
と
が
「
日
韓
共
同
世
論
調
査
」

（
言
論
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
東
ア
ジ
ア
研
究
院
実

施
）
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

日
韓
両
国
民
の
過
半
数
は
そ
れ
ぞ
れ
相

手
に
対
し
て
「
民
族
主
義
」「
軍
国
主

●
「
対
称
」
化
す
る
ア
ジ
ア

　

一
九
六
五
年
に
日
韓
両
国
が
国
交
を

正
常
化
し
て
か
ら
今
年
六
月
で
五
〇
年

が
経
っ
た
。
そ
の
記
念
す
べ
き
年
に
、

外
務
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
日
韓
関
係

に
関
す
る
記
述
か
ら
、「
自
由
と
民
主

主
義
、
市
場
経
済
等
の
基
本
的
価
値
を

共
有
す
る
」
と
い
う
文
言
が
削
除
さ
れ

た
。
外
交
青
書
に
初
め
て
「
基
本
的
価

値
［
の
］
共
有
」
が
盛
り
込
ま
れ
た
の

は
二
〇
〇
四
年
で
、「
民
主
主
義
、
市

場
経
済
」
が
例
示
さ
れ
た
が
、
二
〇
〇

七
年
に
「
自
由
、
民
主
主
義
、
基
本
的

人
権
」
へ
と
例
示
の
仕
方
が
変
わ
り
、

二
〇
一
四
年
ま
で
踏
襲
さ
れ
た
。
と
こ

ろ
が
、
今
年
か
ら
「
最
も
重
要
な
隣

国
」
と
だ
け
形
容
さ
れ
て
い
る
。
特
に

「
自
由
」
の
共
有
に
対
す
る
拒
否
感
が

官
邸
で
強
く
、
そ
の
意
向
が
政
府
全
体

で
貫
徹
さ
れ
た
と
い
う
。

　

一
〇
年
前
に
は
、
現
代
韓
国
朝
鮮
研

究
の
パ
イ
オ
ニ
ア
が
「『
体
制
共
有
』

義
」
と
認
識
し
て
い
る
反
面
、「
民
主

主
義
」
や
「
自
由
主
義
」
と
い
う
回
答

は
最
大
で
も
二
割
ほ
ど
に
す
ぎ
な
い
。

ま
た
、
朴
槿
恵
政
権
で
は
「
韓
米
日
」

の
安
保
連
携
よ
り
「
韓
米
中
」
が
重
視

さ
れ
る
な
か
で
、
日
本
（
五
八
・
一

％
）
は
北
朝
鮮
（
八
三
・
四
％
）
に
次

い
で
軍
事
的
脅
威
と
し
て
認
識
さ
れ
て

い
る
。
つ
ま
り
、
体
制
を
め
ぐ
る
意
識

が
離
反
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
地
域
研
究
で
は
、
対

象
国
と
日
本
と
の
関
係
が
大
き
く
様
変

わ
り
す
る
な
か
で
、
に
わ
か
に
対
称
的

に
な
っ
た
ア
ジ
ア
の
場
合
は
特
に
、
理

解
の
仕
方
が
追
い
つ
い
て
い
な
い
場
合

も
少
な
く
な
い
。

●
《
他
者
》
と
し
て
「
対
象
」
化

　
「
嫌
韓
」「
反
中
」
本
は
そ
う
し
た
限

界
の
表
れ
で
あ
る
。
そ
れ
自
体
、
日
本

研
究
の
対
象
と
し
て
興
味
深
い
。

　

た
と
え
ば
、
旅
客
船
セ
ウ
ォ
ル
号
の

沈
没
事
故
に
つ
い
て
、「
パ
ル
リ
パ
ル

リ
（
は
や
く
は
や
く
）
文
化
」
や
「
ケ

ン
チ
ャ
ナ
ヨ
（
い
い
か
げ
ん
）
精
神
」

の
あ
る
意
味
当
然
の
結
果
で
あ
る
、
と

解
説
す
る
ベ
テ
ラ
ン
の
ウ
ォ
ッ
チ
ャ
ー

が
い
る
（
室
谷
克
実
『
デ
ィ
ス
・
イ

ズ
・
コ
リ
ア　

韓
国
船
沈
没
考
』
産
経

新
聞
出
版
、
二
〇
一
四
年
）。
何
か
事

が
起
き
る
た
び
に
、
い
つ
も
「
韓
国

（
人
）
が
～
～
な
の
は
韓
国
（
人
）
だ

か
ら
だ
」
と
い
う
文
化
論
や
国
民
性
を

持
ち
出
す
が
、
何
に
で
も
当
て
は
ま
る

説
明
は
、
実
は
、
何
も
説
明
し
て
い
な

い
し
、
当
該
対
象
を
説
明
で
き
な
い
。

こ
れ
で
は
、
な
ぜ
海
難
事
故
だ
っ
た
の

か
、
な
ぜ
セ
ウ
ォ
ル
号
だ
っ
た
の
か
、

の
理
由
が
分
か
ら
な
い
。「
い
つ
も
と

同
じ
不
可
解
な
韓
国
（
デ
ィ
ス
・
イ

ズ
・
コ
リ
ア
）」
や
「
Ｏ
Ｉ
Ｎ
Ｋ
（
Ｏ

ｎ
ｌ
ｙ　

Ｉ
Ｎ　

Ｋ
ｏ
ｒ
ｅ
ａ
）」
に

み
え
る
の
は
、
ピ
ン
ト
の
ず
れ
た
「
レ

ン
ズ
」
を
か
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

レ
ン
ズ
を
替
え
て
、
制
度
的
な
側
面
、

つ
ま
り
業
界
団
体
や
規
制
官
庁
、
さ
ら

に
は
大
統
領
を
め
ぐ
る
ル
ー
ル
、
そ
の

な
か
で
プ
レ
ー
ヤ
ー
そ
れ
ぞ
れ
に
と
っ

て
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
構
造
に
注
目
す

る
と
、
本
来
規
制
す
べ
き
官
庁
が
業
界

団
体
に
取
り
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
「
規

制
の
罠
」
の
典
型
と
し
て
み
え
て
く
る
。

そ
う
す
る
と
、
日
本
の
原
発
事
故
と
の

●特　●集
本の森への道案内

　

地
域
研
究
に
お
け
る

三
つ
の
「
た
い
し
ょ
う
」

浅
羽 

祐
樹

［
比
較
政
治
学
・
韓
国
政
治
］



27　　アジ研ワールド・トレンド No.240（2015. 10）

類
似
点
に
も
気
づ
く
は
ず
だ
。

　

手
持
ち
の
尺
度
で
は
「
珍
プ
レ
ー
」

に
み
え
る
相
手
の
行
動
を
《
他
者
》
と

し
て
対
象
化
し
、
好
悪
や
快
不
快
の
レ

ベ
ル
で
反
応
す
る
の
で
は
な
く
、
尺
度

そ
の
も
の
を
自
ら
不
断
に
見
直
し
て
い

く
こ
と
が
問
わ
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る

こ
と
で
、
そ
の
世
界
の
そ
の
ゲ
ー
ム
の

そ
の
ル
ー
ル
に
応
じ
た
よ
く
あ
る
プ
レ

ー
の
「
傾
向
」
と
し
て
分
析
で
き
る
よ

う
に
な
り
、
さ
ら
に
は
、
適
切
な
「
対

策
」
を
講
じ
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で

あ
る
。

●
「
対
照
」
さ
せ
る
と
い
う
方
法

　

尺
度
を
替
え
る
、
ス
ケ
ー
ル
・
シ
フ

ト
す
る
た
め
に
は
外
国
語
の
学
習
が
欠

か
せ
な
い
。
地
域
研
究
の
ア
ル
フ
ァ
に

し
て
オ
メ
ガ
は
、
対
象
国
の
「
こ
と

ば
」
に
馴
染
み
、
文
脈
を
こ
え
て
「
翻

訳
・
通
訳
」
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

日
本
語
話
者
に
と
っ
て
韓
国
語
の
場

合
、
語
順
が
似
て
い
て
多
く
の
漢
字
語

を
共
有
し
て
い
る
た
め
、
と
っ
つ
き
や

す
く
、
あ
る
程
度
ま
で
は
誰
で
も
で
き

る
よ
う
に
な
る
。
私
自
身
、「
ア
ン
ニ

ョ
ン
ハ
セ
ヨ
」
と
「
カ
ム
サ
ハ
ム
ニ

ダ
」
だ
け
を
覚
え
て
ソ
ウ
ル
大
学
国
際

大
学
院
に
進
学
し
た
が
、
漢
字
語
が
七

割
を
占
め
る
新
聞
は
半
年
後
に
は
読
め

る
よ
う
に
な
り
、
す
っ
か
り
「
分
か
っ

た
」
気
に
な
っ
て
い
た
。
実
際
は
、

「
韓
日
0

0

『
頂
上
』
会
談
」
を
「
日
韓

0

0

『
首
脳
』
会
談
」
に
置
き
換
え
る
く
ら

い
で
は
機
械
翻
訳
と
差
が
つ
か
な
い
。

　

外
交
の
場
で
は
、
単
語
一
つ
ひ
と
つ

の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
死
活
的
に
な
る
。
た

と
え
ば
、
慰
安
婦
問
題
で
朴
大
統
領
が

要
求
す
る
「
진
정
성
が
あ
る
措
置
」
の

場
合
、
そ
も
そ
も
「
真
正
性
」「
真
情

性
」
と
い
う
二
つ
の
漢
字
語
が
考
え
ら

れ
る
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
そ
の
ま
ま
だ

と
意
味
が
通
じ
な
い
。「
誠
意
あ
る
措

置
」
と
訳
出
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、

こ
れ
だ
と
「
金
銭
要
求
」
と
短
絡
さ
れ

や
す
い
。「
言
動
の
一
貫
性
」
と
意
訳

で
き
な
い
と
交
渉
に
臨
め
な
い
。

　

多
く
を
共
有
し
て
い
る
漢
字
語
で
さ

え
同
音
異
義
語
が
少
な
く
な
い
。
こ
う

し
た
異
同
を
「
一
大
事
」
と
し
て
受
け

と
め
て
は
じ
め
て
、
ど
ん
ぐ
り
の
背
比

べ
で
足
踏
み
状
態
に
な
り
が
ち
な
「
中

級
」
か
ら
一
歩
抜
け
出
す
こ
と
が
で
き

る
。
前
田
真
彦
『
前
田
式
韓
国
語
上
級

表
現
ノ
ー
ト
』（
参
考
文
献
①
）
は
、

日
本
語
と
韓
国
語
が
似
て
い
る
よ
う
で

異
な
っ
て
い
て
、
異
な
っ
て
い
る
よ
う

で
似
て
い
る
分
、
日
本
語
話
者
が
韓
国

語
を
学
習
す
る
う
え
で
直
面
し
や
す
い

悩
み
と
解
決
策
を
コ
ン
パ
ク
ト
に
整
理

し
て
い
る
。
各
地
で
孤
軍
奮
闘
し
て
い

る
中
級
学
習
者
を
つ
な
ぐ
『
韓
国
語
学

習
ジ
ャ
ー
ナ
ル
ｈ
ａ
ｎ
ａ
』（
隔
月

刊
）
も
オ
ス
ス
メ
だ
。

　

一
生
涯
を
か
け
て
韓
国
語
の
研
究
と

教
育
に
取
り
組
ん
で
い
る
野
間
秀
樹
に

よ
る
と
、
日
本
語
話
者
に
と
っ
て
韓
国

語
を
学
ぶ
と
い
う
の
は
、
照
ら
し
合
わ

せ
て
日
本
語
の
あ
り
よ
う
を
振
り
返
る

と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
と
い
う
。
さ
ら

に
、
外
国
語
に
限
ら
ず
、
他
の
誰
か
の

こ
と
ば
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
異
な

り
な
が
ら＜

共
に
在
る＞

、
自
ら＜

別

様
に
在
り
う
る＞

と
い
う
こ
と
に
オ
ー

プ
ン
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
と
い
う
。

『
韓
国
語
を
い
か
に
学
ぶ
か
』（
参
考
文

献
②
）
は
、
徹
頭
徹
尾
、
日
本
語
話
者

の
学
習
者
の
た
め
に
書
か
れ
て
い
る
が
、

「
韓
国
語
を
学
ぶ
方
法
」「
韓
国
語
の
方

法
」
だ
け
で
な
く
「
韓
国
語
と
い
う
方

法
」
と
い
う
研
究
方
法
、
い
や
世
界
観

に
基
づ
い
て
い
る
。
入
門
書
の
第
一
課

で
日
本
語
話
者
が
相
手
の
言
っ
て
い
る

こ
と
が
分
か
ら
ず
「
네
？
」
と
訊
き
返

す
の
は
、
発
話
の
場
で
は
最
初
か
ら
欠

か
せ
な
い
か
ら
で
あ
る
し
、
そ
の
人
の

名
前
が
「
도ト

ク

ガ

ワ

쿠
가
와
」
さ
ん
な
の
も
、

発
音
の
仕
組
み
を
段
階
ご
と
に
自
然
に

習
得
さ
せ
る
た
め
だ
と
い
う
。

　

い
ま
、
切
実
な
の
は
、
こ
の
よ
う
に

相
手
と
対
照
さ
せ
て
自
ら
を
省
み
る
と

い
う
姿
勢
で
あ
る
。
ダ
メ
な
と
こ
ろ
だ

け
こ
れ
み
よ
が
し
に
ｄ
ｉ
ｓ
り
合
う
必

要
は
ま
っ
た
く
な
く
、
失
敗
学
の
事
例

と
し
て
淡
々
と
分
析
す
れ
ば
い
い
。
そ

れ
よ
り
も
、
互
い
に
い
い
と
こ
ろ
を
ベ

ン
チ
マ
ー
キ
ン
グ
し
、
教
え
合
い
、
共

に
学
び
た
い
。
春
木
育
美
・
薛
東
勲
編

『
韓
国
の
少
子
高
齢
化
と
格
差
社
会
』

（
参
考
文
献
③
）
は
、
ま
さ
に
そ
う
し

た
「
韓
国
と
い
う
方
法
」「
日
本
と
い

う
方
法
」
で
、
日
韓
が
そ
れ
ぞ
れ
の
仕

方
で
分
か
ち
合
っ
て
い
る
課
題
に
つ
い

て
共
に
取
り
組
む
ア
プ
ロ
ー
チ
を
示
し

て
い
る
。

　

韓
国
研
究
や
地
域
研
究
に
限
ら
ず
、

新
し
い
「
こ
と
ば
」
を
学
び
続
け
る
こ

と
は
未
来
に
向
け
た
共
生
の
条
件
で
あ

り
、
希
望
で
あ
る
。

（
あ
さ
ば　

ゆ
う
き
／
新
潟
県
立
大
学

大
学
院
国
際
地
域
学
研
究
科
教
授
）
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２
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薛
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齢
化
と
格
差
社
会
―
―
日
韓
比

較
の
視
座
か
ら
』（
慶
應
義
塾
大
学

出
版
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