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言葉から知る現代中国「和諧社会」

二
〇
一
三
年
七
月
十
二
日

　
開
催

「
街
角
で
ふ
れ
る
コ
ト
バ
と
社
会
」
シ
リ
ー
ズ

　
第
３
回

│
東
ア
ジ
ア
言
語
グ
ル
ー
プ

言
葉
か
ら
知
る
現
代
中
国
「
和
諧
社
会
」 

飯
島
典
子

■
講
演
者
…
…
飯
島
典
子
（
広
島
市
立
大
学
准
教
授
）

■
司

　
会
…
…
林

　
史
樹
（
本
学
ア
ジ
ア
言
語
学
科
教
授
）

は
じ
め
に

流
行
語
が
社
会
を
知
る
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
る
の
は
世
界
共
通
と
言
っ

て
も
よ
い
が
、
中
国
社
会
を
知
る
も
う
一
つ
の
分
か
り
易
い
ア
プ
ロ
ー

チ
と
し
て
そ
の
時
代
時
代
の
政
府
が
打
ち
出
す
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
追
い
か

け
る
と
い
う
方
法
が
あ
る
。
一
九
八
〇
年
代
か
ら
改
革
開
放
が
進
ん
で

市
場
経
済
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
と
は
言
え
、
中
国
は
な
お
共
産
党
政
府

が
打
ち
出
す
ス
ロ
ー
ガ
ン
、
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
社
会
の
あ
り
方
を
も
左

右
す
る
重
み
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
字
の
並
べ
方
や
字
面
で
何
か

を
完
結
に
表
し
た
り
訴
え
た
り
す
る
の
は
漢
字
の
得
意
と
す
る
所
で
、

換
言
す
れ
ば
中
国
語
は
明
に
暗
に
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
張
る
の
に
向
い
て

い
る
言
語
と
言
え
よ
う
。
こ
う
し
た
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
現
代
中
国
語
の
口

語
が
分
か
ら
な
い
者
に
と
っ
て
も
中
国
語
圏
以
外
の
人
々
が
二
一
世
紀

の
中
国
社
会
を
知
る
上
で
も
極
め
て
有
効
な
手
が
か
り
と
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
こ
う
し
た
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
紹
介
す
る
と
同
時
に
そ
れ
が
打
ち

出
さ
れ
た
背
景
を
考
察
し
、
ま
た
そ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
た
だ
唯
々
諾
々

と
従
っ
て
い
る
訳
で
は
な
い
庶
民
の
反
骨
精
神
の
現
れ
も
取
り
あ
げ
、

中
国
政
府
の
意
図
す
る
政
策
の
一
端
を
政
府
と
民
間
の
双
方
向
か
ら
考

え
て
み
た
い
。

さ
て
、
近
年
中
国
の
み
な
ら
ず
、
世
界
経
済
を
表
す
キ
ー
ワ
ー
ド
の

一
つ
に
「
格
差
社
会
」
が
挙
げ
ら
れ
る
と
い
っ
て
も
異
論
の
あ
る
向
き

は
な
い
で
あ
ろ
う
。
周
知
の
よ
う
に
こ
れ
だ
け
物
、
人
、
情
報
が
国
境

を
越
え
て
移
動
す
る
と
、
経
済
発
展
が
著
し
い
国
ほ
ど
格
差
の
開
き
も

大
き
い
事
は
言
を
俟
た
な
い
。
ま
し
て
や
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
が
す
っ
ぽ
り
と

入
る
ほ
ど
の
広
大
な
領
土
を
持
つ
中
国
に
お
い
て
は
、
文
化
の
多
様
性
、

ど
の
程
度
経
済
発
展
の
恩
恵
に
浴
す
る
こ
と
が
出
来
て
い
る
か
、
に
関

し
て
も
著
し
い
地
域
の
多
様
性
が
あ
り
、
経
済
格
差
が
生
じ
な
い
方
が

不
自
然
で
あ
ろ
う
。
経
済
格
差
の
是
正
は
何
も
中
国
だ
け
の
問
題
で
は
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な
い
し
、
格
差
が
モ
チ

ベ
ー
シ
ョ
ン
と
な
っ
て
民

間
人
の
経
済
を
活
性
化
さ

せ
る
側
面
が
あ
る
と
い
う

も
の
の
、
あ
ま
り
に
も
大

き
な
格
差
を
放
置
し
て
お

け
ば
反
政
府
暴
動
の
温
床

を
用
意
す
る
よ
う
な
も
の

で
あ
る
。
政
府
と
言
え
ど

も
全
く
手
を
こ
ま
ね
い
て

こ
の
事
態
を
静
観
し
て
い

る
訳
で
は
な
く
、
二
〇
〇

六
年
、
当
時
の
胡
錦
濤
政

権
が
「
調
和
の
取
れ
た
社

会
」
を
意
味
す
る
「
和
諧
社
会
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
た
。
具

体
的
な
目
標
と
し
て
二
〇
二
〇
年
ま
で
に
一
．
法
治

　
二
．
地
域
格
差

拡
大
を
是
正

　
三
．
社
会
保
障
制
度
の
完
備

　
四
．
道
徳
文
化
資
質
の

向
上
　
五
．
資
源
利
用
の
効
率
化
を
実
現
　
六
．
経
済
格
差
と
そ
の
是

正
　
七
．
環
境
保
護
　
八
．
持
続
可
能
な
発
展
　
九
．
節
度
あ
る
社
会

を
挙
げ
た
の
で
あ
る
。

以
下
、
中
国
社
会
が
こ
う
し
た
社
会
の
歪
み
を
ど
の
よ
う
な
言
葉
で

表
現
し
て
い
る
か
、
を
考
察
し
て
み
よ
う
。

青
山
白
石
化

一
九
八
〇
年
代
以
来
の
改
革
開
放
政
策
の
流
れ
に
よ
っ
て
中
国
が
著

し
く
経
済
発
展
を
遂
げ
た
の
は
周
知
の
通
り
だ
が
、
そ
れ
ま
で
政
府
に

は
迷
信
と
さ
れ
て
い
た
伝
統
文
化
が
復
活
し
つ
つ
あ
る
、
と
い
う
側
面

も
見
逃
せ
な
い
。
そ
の
典
型
的
な
例
が
風
水
で
あ
る
。
日
本
で
風
水
と

い
う
と
部
屋
の
イ
ン
テ
リ
ア
の
配
置
や
置
物
の
位
置
を
云
々
す
る
、
と

い
う
側
面
が
強
調
さ
れ
が
ち
だ
が
、
そ
れ
は
香
港
な
ど
限
ら
れ
た
土
地

で
風
水
を
実
践
す
る
と
い
う
些
か
特
殊
な
事
例
で
あ
る
。
中
国
で
風
水

と
い
う
の
は
占
い
と
言
う
よ
り
環
境
活
用
と
い
う
側
面
が
あ
り
、
山
村

の
村
落
の
場
合
な
ど
村
全
体
の
地
形
を
考
慮
し
て
、
ど
こ
に
墓
を
建
て

る
の
が
良
い
か
、
を
見
立
て
る
の
が
風
水
師
の
大
事
な
仕
事
に
な
っ
て

い
る
。
中
国
風
水
で
は
墓
（
陰
宅
）
の
風
水
が
縁
起
の
よ
い
土
地
だ
と
、

生
き
て
い
る
人
々
の
家（
陽
宅
）に
も
幸
運
が
訪
れ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い

る
の
で
、
墓
の
位
置
（
都
市
部
と
異
な
り
、
農
村
で
は
山
地
に
自
由
に

墓
を
掘
っ
て
土
葬
に
し
て
も
よ
い
）は
住
民
の
重
大
な
関
心
事
で
あ
る
。

こ
う
し
た
風
水
を
精
神
文
化
と
考
え
れ
ば
一
笑
に
付
す
訳
に
は
い
か
な

い
の
だ
が
、
環
境
保
全
と
い
う
側
面
か
ら
考
え
る
と
野
原
に
勝
手
に
墓

を
建
て
ら
れ
る
と
美
観
に
関
わ
る
の
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
人
々
が
風

水
の
よ
い
ス
ポ
ッ
ト
、「
宝
地
」
を
見
つ
け
る
と
そ
こ
で
樹
木
を
場
伐
採

し
、
同
じ
場
所
に
競
っ
て
墓
を
建
て
る
た
め
、
当
然
な
が
ら
周
囲
の
草

は
青
々
と
し
て
い
る
が
、
風
水
宝
地
の
部
分
だ
け
が
墓
石
が
集
中
し
て

い
る
不
自
然
な
景
観
を
呈
し
て
し
ま
い
、
伝
統
文
化
の
復
興
が
皮
肉
に

講演する飯島先生と、林先生
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も
農
村
の
美
観
を
損
ね
て
い
る
と
い
う
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
周
知
の

よ
う
に
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
特
に
文
化
大
革
命
（
一
九
六
六
〜
七

六
）
の
間
は
風
水
が
「
迷
信
」
と
し
て
否
定
さ
れ
、
風
水
鑑
定
を
す
る

こ
と
も
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。
改
革
開
放
以
後
、
徐
々
に
一
度
は
「
迷
信
」

と
し
て
否
定
さ
れ
て
い
た
文
化
が
復
興
す
る
が
、
風
水
は
そ
の
好
例
で

あ
る
。

し
ば
し
ば
中
国
語
は
詩
に
適
し
た
言
語
と
言
わ
れ
る
の
は
、
前
述
し

た
よ
う
に
僅
か
な
漢
字
で
作
者
が
言
外
に
込
め
た
意
味
を
読
者
に
伝
え

る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
特
徴
か
ら
来
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
う

し
た
「
言
外
の
訴
え
」
は
こ
う
し
た
墓
地
の
乱
立
を
嘆
く
「
青
山
白
石

化
」
と
い
う
言
葉
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
青
山
白
石
化
」
と
い

う
言
葉
を
良
く
見
て
貰
い
た
い
。
僅
か
五
字
の
中
に
青
・
白
、
山
・
石

と
対
と
も
言
え
る
漢
字
が
巧
み
に
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
お
気
づ
き

だ
ろ
う
か
。
人
間
の
身
勝
手
さ
を
表
す
の
に
、
人
と
い
う
字
を
使
わ
ず

に
青
・
白
、
山
・
石
と
対
象
を
な
す
字
を
配
す
る
こ
と
で
文
学
的
な
美

し
さ
を
表
現
し
つ
つ
言
外
に
嘆
き
を
表
す
手
法
は
漢
字
が
得
意
と
す
る

所
だ
と
言
え
よ
う
。

文
字
に
頼
ら
な
い
言
葉

―
欧
米
発
の
「
記
号
」
も
中
国
語
の
一
部
？

さ
て
、
社
会
の
現
状
を
嘆
く
だ
け
で
な
く
、
啓
発
を
促
す
の
も
標
語

の
役
割
だ
が
、
世
界
的
に
メ
ー
ル
で
の
顔
文
字
が
定
着
し
た
今
や
文
字

言
語
と
視
覚
言
語
の
境
界
は
曖
昧
な
も
の
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
時
と
し

て
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
が
文
字
言
語
以
上
に
告
発
、
啓
発
の
力
を
持
つ
例

も
あ
り
、
欧
米
発
で
あ
ろ
う
と
も
世
界
的
に
共
通
言
語
と
な
っ
た
シ
ン

ボ
ル
は
時
と
し
て
中
国
で
も
標
語
と
い
う
「
文
字
」
以
上
に
訴
え
る
力

を
持
つ
と
い
う
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

次
頁
写
真
２
の
図
に
描
か
れ
た
リ
ボ
ン
は
、
も
う
説
明
の
必
要
も
な

い
と
思
わ
れ
る
、
エ
イ
ズ
患
者
に
対
す
る
理
解
と
支
援
の
シ
ン
ボ
ル
、

レ
ッ
ド
リ
ボ
ン
で
あ
る
）
1
（

。
エ
イ
ズ
伝
染
の
原
因
は
売
春
や
同
性
愛
者
間

写真 1：青山白石化　遼寧省鳳城市A村　2008 年 8
月 16日　緒方宏海氏撮影
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の
交
渉
、
な
い
し
注
射
器
の
回
し
打
ち
、
と
い
う
の
が
感
染
拡
大
当
初
、

社
会
一
般
の
認
識
だ
っ
た
が
、
こ
の
レ
ッ
ド
リ
ボ
ン
が
上
述
の
ど
れ
と

も
あ
ま
り
関
係
な
さ
そ
う
な
遼
寧
省
の
、
し
か
も
離
島
の
家
屋
に
描
か

れ
て
い
る
点
は
中
国
の
特
殊
な
エ
イ
ズ
蔓
延
の
経
歴
を
象
徴
し
て
い
る
。

エ
イ
ズ
患
者
が
中
国
の
中
で
も
貧
困
地
域
に
集
中
し
て
い
る
の
は
貧
し

い
地
域
で
「
売
血
」
が
結
構
な
収
入
源
に
な
る
た
め
で
あ
る
。
一
回
の

八
〇
〇
㏄
の
売
血
で
得
ら
れ
る
の
が
年
収
の
二
％
と
書
け
ば
、
そ
れ
が

如
何
に
魅
力
的
か
想
像
し
て
貰
え
る
だ
ろ
う
か
。
勿
論
採
血
方
法
そ
の

も
の
は
安
全
で
あ
っ
た
。
提
供
者
の
血
液
は
血
漿
と
赤
血
球
に
分
け
ら

れ
、
赤
血
球
は
再
び
提
供
者
の
体
に
戻
さ
れ
る
の
で
貧
血
の
恐
れ
も
な

い
筈
な
の
だ
が
採
血
さ
れ
た
血
液
が
遠
心
分
離
器
に
か
け
ら
れ
た
際
、

他
人
の
血
液
と
混
ざ
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
）
2
（

。

レ
ッ
ド
リ
ボ
ン
は
今
や
既
に
定
着
し
た
感
の
あ
る
世
界
共
通
の
シ
ン

ボ
ル
だ
が
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
利
用
が
こ
れ
だ
け
普
及
し
て
世
界
ど

こ
に
い
て
も
メ
ー
ル
の
や
り
と
り
が
出
来
る
環
境
が
整
っ
て
く
る
こ
と

に
よ
っ
て
顔
文
字
が
今
や
文
字
の
一
部
に
な
っ
て
ゆ
く
現
状
を
考
え
る

と
、
こ
う
し
た
世
界
的
な
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
用
い
ら
れ
る
シ
ン
ボ
ル
も

文
字
を
超
え
た
「
世
界
共
通
言
語
」
に
な
っ
て
ゆ
く
の
か
も
し
れ
な
い
。

敏
感
語

和
諧
社
会
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
庶
民
が
真
っ
向
か
ら
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
を

突
き
つ
け
る
の
は
や
は
り
ネ
ッ
ト
の
世
界
で
あ
る
。
政
治
的
に
敏
感
な

問
題
を
孕
む
検
索
語
―「
チ
ベ
ッ
ト
」
自
体
の
検
索
は
問
題
な
い
が
、

「
チ
ベ
ッ
ト
独
立
」
や
「
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
」
な
ど
―
は
ヒ
ッ
ト
件
数
が
極

端
に
少
な
く
な
る
こ
と
が
あ
る
。
サ
イ
バ
ー
警
察
の
検
閲
を
く
ぐ
り
抜

け
て
社
会
の
問
題
を
ネ
ッ
ト
で
告
発
す
る
ブ
ロ
ガ
ー
も
い
る
が
、
彼
ら

も
当
然
な
が
ら
対
抗
策
を
考
え
て
い
る
。
具
体
的
な
例
か
ら
示
し
て
み

よ
う
。

一
．
曖
昧
検
索
を
逆
手
に
と
っ
て
も
ら
う
　
中
国
の
民
主
化
と
切
り

写真 2：エイズ啓蒙と理解を訴えるレッドリボン　遼
寧省長山諸島B村　2008年8月11日　緒方宏海氏
撮影
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離
せ
な
い
天
安
門
事
件（
一
九
八
九
）
3
（

）を
検
索
し
よ
う
と
す
る
場

合
、
単
純
に
「
天
安
門
事
件
」
と
入
力
す
る
の
で
は
な
く
「
天

　
安
門
」「
天
安

　
門
」「
天
安
＊
門
」
な
ど
と
入
力
す
る
こ
と

で
、
政
府
を
批
判
す
る
ブ
ロ
ガ
ー
の
サ
イ
ト
に
行
き
着
け
る
確

率
は
格
段
に
上
が
る
。
検
索
語
の
間
に
ス
ペ
ー
ス
を
入
れ
る
こ

と
で
曖
昧
検
索
を
か
け
る
こ
と
が
出
来
る
裏
技
を
利
用
し
た
も

の
で
、
ヒ
ッ
ト
す
る
サ
イ
ト
を
増
や
す
こ
と
が
出
来
る
。

二
．
同
音
異
義
語
を
利
用
す
る

　
和
諧
↓
河
蟹

　
両
方
と
もhexie

と
い
う
音
で
前
述
の
天
安
門
事
件
と
も
関
係
が
あ
る
が
、「
民

主
」
が
敏
感
語
扱
い
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
そ
の
場
合
ど
の

よ
う
に
検
索
を
掛
け
る
の
か
？
民
主
を
併
音（
中
国
語
の
ロ
ー

マ
字
表
記
）で
表
す
とM

in zhu

に
な
る
の
でM

z

を
キ
ー
ワ
ー

ド
に
す
る
の
で
あ
る
）
4
（

。

三
．
そ
の
他

　
更
に
漢
字
の
国
な
ら
で
は
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
も
あ
る
。

二
〇
一
一
年
ネ
ッ
ト
空
間
に
艹
艹
艹
と
い
う
見
慣
れ
な
い
検
索

語
が
登
場
し
た
。
こ
れ
は
ア
ラ
ブ
の
民
主
化
を
誘
発
す
る
契
機

と
な
っ
た
ジ
ャ
ス
ミ
ン
革
命
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
も
の
で
あ
る
。

中
国
で
は
多
少
、
検
索
を
自
国
で
制
限
で
き
る
が
、
こ
う
も

ネ
ッ
ト
が
発
達
し
た
社
会
に
あ
っ
て
は
ジ
ャ
ス
ミ
ン
革
命
は
天

安
門
事
件
を
想
起
さ
せ
、
決
し
て
対
岸
の
火
事
で
は
な
い
の
で

あ
る
。
勘
の
良
い
読
者
諸
兄
諸
姉
は
既
に
お
わ
か
り
で
あ
ろ
う

が
、
ジ
ャ
ス
ミ
ン
は
中
国
語
で
書
く
と
茉
莉
花
。
つ
ま
り
艹
艹

艹
は
ジ
ャ
ス
ミ
ン
の
隠
語
で
あ
り
）
5
（

、
そ
れ
は
取
り
も
直
さ
ず
民

主
化
に
本
腰
を
入
れ
な
い
政
府
へ
の
批
判
な
の
で
あ
る
。

終
わ
り
に

「
和
諧
社
会
」
を
一
言
で
日
本
語
に
直
す
の
は
難
し
い
。
意
味
を
取
っ

て
「
格
差
を
是
正
し
、
調
和
の
取
れ
た
社
会
」
と
す
る
訳
が
王
道
な
の

か
も
知
れ
な
い
が
、
政
府
が
小
手
先
の
経
済
政
策
を
弄
し
て
個
人
や
地

域
の
収
入
の
格
差
を
是
正
し
よ
う
と
試
み
る
こ
と
だ
け
で
調
和
の
取
れ

写真3：和諧社会の重要性を謳った記念碑　遼寧省鳳
城市A村付近　2008年8月16日　緒方宏海氏撮影
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た
社
会
の
実
現
に
繋
が
る
訳
で
は
な
い
の
は
明
白
で
あ
る
。
伝
統
文
化

の
復
活
―
こ
こ
で
は
風
水
だ
が
―
故
に
起
こ
っ
た
環
境
破
壊
、
急
速
な

経
済
発
展
に
取
り
残
さ
れ
ま
い
と
す
る
農
村
の
売
血
に
よ
る
エ
イ
ズ
の

蔓
延
、
政
府
批
判
と
そ
れ
に
応
じ
る
庶
民
の
ネ
ッ
ト
活
動
な
ど
、
和
諧

社
会
を
巡
る
問
題
も
多
種
多
様
で
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。

た
だ
し
、
中
国
に
限
ら
ず
社
会
問
題
に
向
き
合
う
人
々
の
姿
勢
も
進

歩
し
、
そ
の
表
現
、
発
信
方
法
も
多
様
化
し
て
い
る
。
中
国
語
は
漢
字

を
使
う
と
同
時
に
そ
の
音
も
日
本
語
よ
り
遙
か
に
多
い
。
豊
か
な
漢
字

と
音
声
（
前
述
し
た
同
音
異
義
語
を
巧
み
に
使
う
ネ
ッ
ト
の
検
索
の
あ

り
方
）
の
双
方
を
生
か
し
て
社
会
へ
問
題
を
提
起
し
て
お
り
、
同
時
に

世
界
の
他
の
国
と
同
様
、
文
字
以
外
の
「
記
号
」
も
今
や
言
語
の
一
つ

と
な
っ
て
い
る
。

考
え
て
み
れ
ば
世
界
の
主
要
言
語
の
殆
ど
が
表
音
文
字
を
使
っ
て
い

る
中
、
表
意
文
字
だ
け
を
使
う
中
国
語
は
特
殊
な
言
語
で
あ
る
か
も
し

れ
な
い
。
ま
た
音
声
が
多
く
日
本
人
に
と
っ
て
発
音
も
マ
ス
タ
ー
す
る

の
も
容
易
で
は
な
く
、
漢
字
か
ら
の
類
推
に
頼
っ
て
の
お
お
ざ
っ
ぱ
な

読
解
を
除
け
ば
寧
ろ
日
本
人
に
と
っ
て
学
習
し
づ
ら
い
言
語
と
考
え
ら

れ
始
め
た
感
が
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
ま
で
読
ん
で
頂
い
た
読
者
諸
氏
に

は
漢
字
と
音
声
の
豊
か
さ
こ
そ
が
中
国
語
表
現
を
豊
か
に
し
て
い
る
こ

と
も
少
し
お
分
か
り
頂
け
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
と
同
時
に
和
諧

社
会
を
巡
る
表
現
の
言
外
に
含
ま
れ
る
憂
い
は
世
界
の
人
々
が
抱
え
る

諸
問
題
と
も
多
く
共
通
す
る
も
の
な
の
で
、
読
者
諸
氏
に
も
こ
う
し
た

言
葉
が
決
し
て
中
国
独
自
の
狭
隘
な
憂
国
か
ら
来
る
も
の
で
は
な
い
こ

と
を
分
か
っ
て
頂
け
た
ら
幸
い
で
あ
る
。

注（1） 

レ
ッ
ド
リ
ボ
ン
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
古
く
か
ら
伝
わ
る
風
習
で
病

気
や
事
故
で
人
生
を
全
う
で
き
な
か
っ
た
人
へ
の
追
悼
の
意
を

表
す
為
に
使
わ
れ
て
い
た
が
、
エ
イ
ズ
が
蔓
延
し
だ
し
た
一
九

八
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
、
と
り
わ
け
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
達
が
つ
け
る
よ
う
に
な
り
、
エ
イ
ズ
に
対
す
る
理
解

と
支
援
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
て
い
っ
た
。
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eblio

辞
書
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ク
セ
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呉
市
保
健
所

　
レ
ッ
ド
リ
ボ

ン
の
話

　2013.10.16.

ア
ク
セ
ス

（2） 

山
本
秀
也
『
本
当
の
中
国
を
知
っ
て
い
ま
す
か
？

農
村
、
エ

イ
ズ
、
環
境
、
司
法
』
草
思
社

　
二
〇
〇
四

　
一
四
七
―
一
四

八
頁
。
一
回
の
売
血
で
得
ら
れ
る
の
は
日
本
円
に
し
て
六
〇
〇

円
程
度
だ
が
、
年
収
が
三
万
ほ
ど
の
農
民
に
と
っ
て
は
二
％
に

も
な
る
。

（3） 
一
九
八
九
年
六
月
、
当
時
の
胡
耀
邦
主
席
の
訃
報
を
受
け
て
、

そ
の
民
主
化
に
理
解
を
示
し
た
同
主
席
の
生
前
の
業
績
を
偲
ん

で
天
安
門
に
集
ま
っ
た
学
生
が
そ
の
ま
ま
民
主
化
デ
モ
を
行
っ
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言葉から知る現代中国「和諧社会」

た
際
、
共
産
党
が
戦
車
を
導
入
し
て
弾
圧
し
た
事
件
。
中
国
の

民
主
化
を
考
え
る
上
で
避
け
て
通
れ
な
い
事
件
で
あ
り
、
当
時

こ
の
民
主
化
運
動
に
関
係
し
た
人
々
は
多
く
は
ア
メ
リ
カ
や
フ

ラ
ン
ス
な
ど
海
外
に
亡
命
し
た
ま
ま
で
あ
る
。

（4） 

Ｎ
Ｈ
Ｋ

　
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ーW

ave

「
沸
点
中
国
ブ
ロ
ガ
ー
」

2011.11.5
放
送

（5） 

高
原
明
生
「
中
国
メ
デ
ィ
ア
の
今

　
冷
静
な
言
説
育
つ
兆
し
も
」

朝
日
新
聞

　2011.10.29.

夕
刊



38

二
〇
一
三
年
七
月
十
二
日

　
開
催

韓
国
の
街
角
で
出
会
う
こ
と
ば
「
약
（
薬
）」 

林
　
史
樹

■
講
演
者
…
…
林

　
史
樹
（
本
学
ア
ジ
ア
言
語
学
科
教
授
）

■
司

　
会
…
…
林

　
史
樹
（
本
学
ア
ジ
ア
言
語
学
科
教
授
）

韓
国
に
み
る
「
健
康
信
仰
」

韓
国
で
も
っ
と
も
多
く
み
か
け
る
看
板
は
何
だ
ろ
う
か
。
花
屋
を
意

味
す
る
「
꽃（
花
）」、
あ
る
い
は
「
담
배（
タ
バ
コ
）」
だ
ろ
う
か
。「
Ｐ

Ｃ 

방
（
ネ
ッ
ト
カ
フ
ェ
）」
や
「
노
래
방
（
カ
ラ
オ
ケ
）」
も
多
く
み
か

け
る
し
、「
부
동
산
（
不
動
産
）」
も
目
に
つ
く
。
そ
れ
で
も
、
ず
っ
と

以
前
か
ら
い
わ
れ
て
き
た
も
の
に
「
약（
薬
）」
が
あ
る
。
こ
れ
は
日
本

で
い
う
「
薬
屋
」、
あ
る
い
は
「
薬
局
」
の
こ
と
で
あ
る
。

薬
の
看
板
が
よ
く
目
に
つ
く
の
は
韓
国
の
人
々
が
薬
局
に
依
存
し
、

そ
れ
だ
け
社
会
で
必
要
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
こ

で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
ド
リ
ン
ク
剤
が
販
売
さ
れ
て
お
り
、
種
類
も
ジ
ュ
ー

ス
に
近
い
も
の
か
ら
、
滋
養
強
壮
や
栄
養
補
給
と
い
っ
た
サ
プ
リ
感
覚

で
飲
ま
れ
る
も
の
ま
で
多
種
多
様
で
あ
る
。
そ
れ
く
ら
い
韓
国
の
人
た

ち
の
間
で
は
健
康
が
関
心
事
に
な
っ
て
お
り
、
実
際
に
「
健
康
の
た
め

な
ら
死
ん
で
も
よ
い
」
と
い
っ
た
笑
い
話
ま
で
あ
る
。
カ
ラ
ス
が
精
力

増
強
に
効
く
と
い
わ
れ
た
途
端
に
、
町
中
の
カ
ラ
ス
が
い
な
く
な
っ
た

と
い
っ
た
噂
話
ま
で
流
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
韓
国
の
人
た
ち
が
一
番
弱

い
こ
と
ば
と
い
え
ば
「
몸
에 

좋
다
（
体
に
よ
い
）」
で
あ
る
。
嫌
が
っ

て
口
に
し
な
い
料
理
も
、
ま
こ
と
し
や
か
に
効
能
を
説
い
て
、
こ
の
料

理
は
「
体
に
よ
い
の
で
お
あ
が
り
く
だ
さ
い
」
と
い
え
ば
口
に
す
る
。

こ
こ
ま
で
く
れ
ば
「
信
仰
」
と
い
え
な
く
も
な
い
。
さ
ら
に
、
東
洋
の

漢
方
医
学
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
『
東
医
宝
鑑
』
の
著
者
、
許
浚
を

輩
出
し
た
よ
う
に
、
漢
方
の
伝
統
が
息
づ
い
て
い
る
。
町
中
に
行
け
ば
、

各
個
人
用
に
調
合
さ
れ
た
漢
方
薬
を
煎
じ
て
、
一
回
ご
と
の
パ
ッ
ク
詰

め
に
し
て
く
れ
る
「
건
강
원
（
健
康
院
）」
ま
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
生

薬
を
扱
う
市
場
が
多
く
集
ま
っ
て
で
き
た
「
약
령
시
장
（
薬
令
市
場
）」

も
多
く
の
人
々
で
に
ぎ
わ
う
。
韓
国
の
人
々
の
生
活
は
、
薬
と
切
っ
て

も
切
れ
な
い
関
係
に
あ
る
。
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韓国の街角で出会うことば「약（薬）」

韓
国
社
会
に
お
け
る
「
薬
」

そ
れ
で
は
、「
薬
」
に
は
一
体
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う

か
。
韓
国
社
会
に
お
け
る
「
薬
」
の
概
念
、「
薬
」
の
使
わ
れ
方
に
つ
い

て
み
て
い
く
前
に
、
ま
ず
こ
こ
で
『
広
辞
苑

　
第
５
版
』（
岩
波
書
店
、

一
九
九
八
年
）
か
ら
日
本
語
の
薬
に
つ
い
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

（
一
説
に
「
く
す
し（
奇
）」
と
同
源
か
）①
病
気
や
傷
を
治
療
・
予
防

す
る
た
め
に
服
用
ま
た
は
塗
布
・
注
射
す
る
も
の
。
水
薬
・
散
薬
・
丸

薬
・
膏
薬
・
煎
薬
な
ど
の
種
類
が
あ
る
。
②
広
く
化
学
的
作
用
を
も
つ

物
質
。
釉
薬
・
火
薬
・
農
薬
な
ど
。
③
心
身
に
滋
養
・
利
益
を
与
え
る

も
の
。

比
喩
的
に
用
い
る
。
④
ち
ょ
っ
と
し
た
賄
賂
、
鼻
薬
。
⑤
ご
く
少
量

の
た
と
え
。

一
方
、
韓
国
の
『
ウ
リ
マ
ル
大
辞
典
』（
語
文
閣
、
一
九
九
二
年
）に

よ
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

①
病
気
や
怪
我
な
ど
を
治
し
た
り
、
予
防
し
た
り
す
る
の
に
用
い
る

物
質
。
飲
ん
だ
り
、
塗
っ
た
り
、
注
射
し
た
り
す
る
。
②
火
薬
。
③
細

講演する林先生と、飯島先生

大きく「薬」と書かれた街角の薬局の看板
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菌
、
虫
、
獣
な
ど
を
殺
す
物
質
。
ハ
エ
薬
、
シ
ラ
ミ
薬
、
ネ
ズ
ミ
薬
、

農
薬
な
ど
。
⑤
靴
ク
リ
ー
ム
。
⑥
酒
の
俗
語
。
⑦
ア
ヘ
ン
の
俗
語
。
⑧

賄
賂
の
俗
語
。

日
韓
と
も
に
①
治
癒
の
た
め
の
物
質
、
火
薬
や
害
と
な
る
も
の
を
駆

除
す
る
た
め
の
化
学
物
質
、
賄
賂
、
麻
薬
と
い
っ
た
と
こ
ろ
が
共
通
し

て
い
る
。
日
本
語
に
は
「
わ
ず
か
」
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
一

方
、
韓
国
語
に
は
「
酒
」
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
関
し

て
も
、
日
本
で
「
酒
は
百
薬
の
長
」
と
い
わ
れ
た
り
、
韓
国
で
も
薬
に

少
量
の
意
味
を
も
た
せ
た
諺
が
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
か
ら
、
両
言
語
で

ほ
ぼ
重
な
っ
た
意
味
で
「
薬
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

し
か
し
、「
薬
」
に
は
辞
書
に
載
っ
て
い
な
い
重
要
な
意
味
が
あ
る
。

た
と
え
ば
、
韓
国
で
「
薬
」
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
ば
を
探
す
と
、
ミ
ネ

ラ
ル
を
豊
富
に
含
ん
だ
山
か
ら
の
湧
き
水
を
「
약
수（
薬
水
）」
と
い
っ

て
重
宝
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
健
康
維
持
の
た
め
の
薬
と

考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
。
清
ら
か
な
水
、
霊
験
あ
ら
た
か
な
水
と
い

う
意
味
が
含
ま
れ
て
く
る
。
そ
の
ほ
か
「
약
주
（
薬
酒
）」
や
「
약
과

（
薬
菓
）」、「
약
밥（
薬
飯
）」
な
ど
が
思
い
つ
く
。
薬
酒
は
、
日
本
語
で

薬
草
が
入
っ
た
薬
効
の
あ
る
薬
用
酒
を
意
味
す
る
が
、
韓
国
語
で
は
上

等
な
酒
と
い
う
意
味
で
清
酒
を
指
す
と
き
な
ど
に
用
い
ら
れ
る
。
薬
菓

と
は
、
小
麦
粉
に
蜂
蜜
や
水
飴
を
入
れ
て
こ
ね
、
ゴ
マ
油
で
揚
げ
た
伝

統
菓
子
の
こ
と
を
い
い
、
栄
養
価
の
高
い
あ
る
い
は
原
料
の
よ
い
菓
子

と
な
る
。
薬
飯
は
、
薬
菓
同
様
に
、
蜂
蜜
、
黒
砂
糖
、
ゴ
マ
油
、
醤
油
、

栗
、
ナ
ツ
メ
を
入
れ
た
お
こ
わ
の
こ
と
で
、
体
に
よ
い
と
さ
れ
、
宮
中

料
理
な
ど
に
で
て
く
る
。

以
上
の
よ
う
に
み
る
と
、
ど
う
も
韓
国
語
で
い
う
「
薬
」
に
は
、
辞

書
的
な
意
味
合
い
の
ほ
か
に
、「
上
等
な
も
の
、（
体
に
）よ
い
も
の
」
と

い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
そ
う
で
あ
る
。
ま
さ
に
「
약
고
추
장
（
薬
コ

チ
ュ
ヂ
ャ
ン
）」
が
よ
い
例
で
、
고
추
장（
コ
チ
ュ
ヂ
ャ
ン
：
唐
辛
子
味

噌
）
で
も
、
糯
米
を
原
料
に
し
て
普
通
よ
り
も
唐
辛
子
を
多
く
入
れ
て

つ
く
っ
た
良
質
の
コ
チ
ュ
ヂ
ャ
ン
の
こ
と
を
指
す
。

日
本
語
に
も
「
毒
に
も
薬
に
も
な
ら
ぬ
」
と
い
っ
た
諺
が
あ
る
こ
と

か
ら
、「
薬
＝（
身
や
自
分
自
身
に
と
っ
て
）よ
い
こ
と
、
よ
い
も
の
」
と

い
っ
た
意
味
合
い
が
含
ま
れ
て
い
そ
う
で
あ
る
が
、
韓
国
語
で
は
、
そ

れ
が
も
っ
と
明
確
に
表
れ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
諺
に
で
て
く
る
「
薬
」
に
は
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が

あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

◆
개
똥
도 

약
에 

쓰
려
면 

없
다
（
犬
の
糞
も
い
ざ
薬
に
使
お
う
と
思
う

と
な
い
）

↓
普
段
は
大
し
た
こ
と
が
な
い
も
の
で
も
、
い
ざ
必
要
な
と
き
に
は
な

い
こ
と
。

◆
약
은 

나
누
어 

먹
지 

않
는
다
（
薬
は
分
け
て
飲
ま
な
い
）

↓
薬
で
も
何
で
も
分
け
て
飲
め
ば
効
能
が
半
減
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ

と
。
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◆
모
르
면 

약
이
요
， 

아
는 

게 

병
（
知
ら
な
け
れ
ば
薬
、
知
れ
ば
病
＝

知
ら
ぬ
が
仏
、
病
は
気
か
ら
）

↓
何
事
も
知
ら
な
け
れ
ば
心
が
楽
に
過
ご
せ
る
が
、
知
れ
ば
気
に
な
る

し
、
気
を
滅
入
ら
せ
る
こ
と
。

◆
약
방
에 

감
초
（
薬
屋
に
甘
草
）

↓
漢
方
薬
局
に
甘
草
が
不
可
欠
で
あ
る
よ
う
に
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
に

も
首
を
つ
っ
こ
む
人
間
、
で
し
ゃ
ば
り
、
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い

も
の
の
こ
と
。

◆
입
에 

쓴 

약
이 

병
을 

고
친
다
（
口
に
苦
い
薬
が
病
気
を
治
す
＝
良
薬

は
口
に
苦
し
）

↓
耳
の
痛
い
忠
告
こ
そ
が
、
自
分
に
と
っ
て
よ
い
と
い
う
こ
と
。

◆
병 

주
고 

약 

준
다
（
病
気
を
移
し
て
薬
を
渡
す
）

↓
自
分
で
災
い
を
も
た
ら
し
て
お
い
て
、
そ
れ
に
救
い
の
手
を
だ
し
て

善
行
の
ふ
り
を
す
る
こ
と
。

◆
약
은 

빚 

내
어
서
라
도 

먹
어
라
（
薬
は
借
金
を
し
て
で
も
飲
め
）

↓
健
康
第
一
で
金
を
い
と
わ
ず
薬
を
飲
む
よ
う
に
、
時
を
逃
が
さ
ず
に

行
動
し
ろ
と
い
う
こ
と
。

◆
약 

팔
다
（
薬
を
売
る
）

↓
薬
売
り
が
効
能
を
述
べ
立
て
る
よ
う
に
、
口
達
者
に
話
を
す
る
こ
と
。

◆
성
복 

뒤
에 

약
방
문
（
喪
服
の
後
に
薬
屋
の
門
＝
葬
式
済
ん
で
医
者

話
）

↓
す
で
に
後
の
祭
り
で
、
対
処
が
遅
れ
た
と
い
う
こ
と
。

以
上
の
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
ユ
ニ
ー
ク
な
諺
で
あ
る
が
、
薬
が
身
近

に
感
じ
ら
れ
る
諺
が
い
く
つ
も
で
て
く
る
。「
口
に
苦
い
薬
が
病
気
を
治

す
」
の
よ
う
に
日
韓
で
共
通
す
る
諺
も
あ
る
が
、「
薬
は
借
金
し
て
で
も

飲
め
」
な
ど
か
ら
は
韓
国
社
会
の
健
康
志
向
が
み
て
と
れ
る
。
し
た
が
っ

て
、「
薬
を
渡
す
」
こ
と
は
た
と
え
病
気
を
移
し
た
後
で
も
、
効
果
の
高

い
行
動
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
知
ら
な
け
れ
ば
薬
」
が
「
病
は
気
か

ら
」
に
も
通
じ
る
よ
う
に
、
気
持
ち
を
保
つ
も
の
こ
そ
が
薬
だ
か
ら
で

あ
る
。「
喪
服
の
後
に
薬
屋
の
門
」
な
ど
も
、
日
本
の
諺
で
は
医
者
が
で

て
く
る
が
、
韓
国
社
会
で
は
ま
ず
薬
で
あ
る
と
こ
ろ
が
興
味
深
い
。

「
보
약
（
補
薬
）」
を
め
ぐ
っ
て

韓
国
に
は
「
보
신（
補
身
＝
体
を
健
康
に
保
つ
こ
と
）」
と
い
う
考
え

方
が
あ
る
。
こ
の
語
か
ら
犬
肉
料
理
と
し
て
有
名
な
「
보
신
탕
（
補
身

湯
＝
犬
肉
鍋
）」
が
生
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
の
補
身
湯
は
日
本
で
い
う

「
土
用
の
鰻
」
と
同
様
で
、
夏
の
盛
り
で
あ
る
「
삼
복（
三
伏
＝
三
つ
の

伏
日
）」
の
日
に
よ
く
食
さ
れ
る
。
こ
の
補
身
と
い
う
考
え
方
こ
そ
が
、

こ
れ
を
実
現
す
る
「
補
薬
＝
体
を
健
康
に
保
つ
た
め
の
薬
」
と
と
も
に
、

韓
国
の
健
康
信
仰
を
支
え
て
き
た
と
い
え
る
。

補
身
や
補
薬
と
関
係
し
、
韓
国
の
日
常
生
活
に
は
生
薬
が
入
り
込
ん

で
い
る
。
ま
さ
に
医
食
同
源
な
ら
ぬ
、「
약
식
동
원
（
薬
食
同
源
）」
の

実
践
で
あ
る
。
夏
バ
テ
に
効
く
と
い
わ
れ
る
鶏
一
羽
を
煮
込
ん
だ
料
理

「
삼
계
탕（
蔘
鶏
湯
）」
に
は
、
生
薬
と
し
て
인
삼（
高
麗
人
蔘
）以
外
に
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밤
（
栗
）〈
栗
子
〉
や
대
추
（
ナ
ツ
メ
）〈
大
棗
〉
が
入
る
。
ま
た
、
一
般

の
食
卓
に
더
덕
（
蔓
人
蔘
）〈
沙
蔘
〉
や
도
라
지
（
桔
梗
）〈
桔
梗
〉
が
並

ぶ
こ
と
も
珍
し
く
な
い
。
風
邪
を
引
け
ば
、
쌍
화
（
双
和
）
茶
や
갈
근

（
葛
根
）〈
葛
根
〉
湯
を
飲
む
。
何
よ
り
も
、
韓
国
料
理
に
欠
か
せ
な
い

마
늘
（
ニ
ン
ニ
ク
）〈
大
蒜
〉
や
고
추
（
唐
辛
子
）〈
蕃
椒
〉
は
生
薬
の
一

つ
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
韓
国
社
会
で
は
日
常
的
に
生
薬
を
多
く
目
に
す
る
。

た
と
え
ば
、
一
九
八
九

年
の
デ
ー
タ
で
あ
る
が
、

李
龍
一
ら
が
行
っ
た
調

査
で
は
、
回
答
者
の
う

ち
「
補
薬
」
と
し
て
漢

方
薬
の
服
用
経
験
が
あ

る
者
が
六
四
・
四
％
で
、

病
気
の
治
療
の
た
め
に

漢
方
薬
の
服
用
経
験
が

あ
る
者
が
五
七
・
二
％

で
あ
っ
た
。
効
果
に
つ

い
て
も
、
何
ら
か
の
効

果
が
あ
っ
た
と
感
じ
た

者
が
八
割
に
達
し
、
極

め
て
効
果
が
あ
っ
た
と

回
答
す
る
者
も
五
割
を
越
し
て
い
る﹇
李
龍
一
ほ
か

　1991: 36‒39

﹈。

漢
方
薬
服
用
経
験
者
の
全
人
口
に
対
す
る
割
合
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い

が
、
韓
国G

allup

調
査
研
究
所
が
一
九
九
六
年
に
二
〇
歳
以
上
の
男
女

に
対
し
て
行
っ
た
「
漢
方
薬
服
用
経
験
に
関
す
る
調
査
」
で
も
、
七
七
・

七
％
の
人
々
に
服
用
経
験
が
あ
り
、
五
〇
歳
以
上
で
は
八
四
・
二
％
に
も

及
ん
で
い
る
﹇
韓
国G

allup

調
査
研
究
所

　1996

﹈。
実
際
に
現
地
で

尋
ね
て
も
多
く
の
人
々
が
漢
方
薬
の
服
用
を
経
験
し
て
い
た
。

人
々
に
と
っ
て
の
「
신
토
불
이
（
身
土
不
二
）」

韓
国
社
会
に
お
い
て
医
食
同
源
と
同
じ
く
高
い
関
心
が
特
に
持
た
れ

て
い
る
の
が
、
身
土
不
二
で
あ
る
。
も
と
も
と
、
身
土
不
二
と
は
「
身

体
（
身
）
と
環
境
（
土
）
と
は
不
可
分
（
不
二
）
で
あ
る
」
と
い
う
意
味

で
、
自
分
の
足
で
歩
け
る
身
近
な
と
こ
ろ（
三
里
四
方
、
四
里
四
方
）で

育
っ
た
も
の
を
食
べ
、
生
活
す
る
の
が
、
体
の
た
め
に
よ
い
と
い
う
考

え
で
あ
る
﹇
山
下

　1998: 1

﹈。
つ
ま
り
、
生
物
と
そ
の
生
息
し
て
い

る
土
地
、
環
境
と
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い
こ
と
を
い
っ
て
い
る
。
農
業

と
密
接
に
関
わ
る
語
が
、
韓
国
で
は
食
に
対
す
る
思
想
、
信
条
と
し
て

用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
韓
国
の
コ
メ
に
は
身
土
不
二
の
マ
ー
ク
が
入
っ
て
い
た

り
す
る
が
、
韓
国
で
は
と
く
に
国
産
の
生
薬
が
一
番
よ
い
と
い
う
認
識

が
強
く
あ
る
。
彼
ら
が
身
土
不
二
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

一
九
八
六
年
か
ら
開
か
れ
た
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
の
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
で

街角には昔ながらの漢方薬棚をおく薬局も多くみられる
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韓
国
が
農
産
物
輸
入
の
開
放
を
迫
ら
れ
、
韓
国
の
農
協
が
身
土
不
二
を

掲
げ
て
、
国
産
の
優
秀
性
を
韓
国
の
国
民
に
訴
え
か
け
た
の
が
始
ま
り

と
聞
く
。
先
の
山
下
﹇1998: 157

﹈
に
よ
れ
ば
、
一
九
八
九
年
以
降
、

韓
国
で
盛
ん
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
農
産
物
市
場
を

開
放
す
る
妥
結
を
行
っ
た
一
九
九
三
年
を
前
に
大
衆
歌
手
の
ペ
・
イ
ル

ホ
が
「
身
土
不
二
」
を
歌
い
、
一
九
九
三
年
に
は
「
歌
詞
大
賞
」
の
「
国

家
愛
部
門
」
を
受
賞
す
る
。

自
国
の
農
産
物
保
護
の
レ
ベ
ル
か
ら
始
ま
っ
た
身
土
不
二
で
、
韓
国

で
生
ま
れ
育
っ
た
人
は
、
韓
国
の
土
壌
や
水
で
育
っ
た
も
の
に
積
極
的

に
目
を
向
け
て
、
取
り
込
ん
で
い
こ
う
と
す
る
こ
と
自
体
は
決
し
て
悪

い
こ
と
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
韓
国
の
場
合
、
身
土
不
二
が
「
国

産
が
よ
い
」、「
韓
国
の
も
の
が
よ
い
」
と
い
っ
た
、「
外
国
」
に
対
し
て

排
他
主
義
を
と
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
強
く
連
動
し
た
。

グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
む
こ
と
で
と
か
く
遠
方
を
見
据
え
が
ち
と
な
り
、

ま
た
手
間
を
さ
け
、
即
効
性
を
期
待
し
、
漢
方
の
伝
統
が
根
づ
い
て
い

る
韓
国
社
会
で
さ
え
西
洋
薬
を
服
用
す
る
率
が
圧
倒
的
に
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
身
土
不
二
を
振
り
返
っ
て
み
た
と
き
、
身
近
に
あ
る
も

の
で
、
健
康
を
維
持
で
き
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
健
康
の
源
は
ご
く

身
の
ま
わ
り
に
落
ち
て
い
る
の
で
あ
り
、
も
っ
と
土
地
に
根
づ
い
た
と

こ
ろ
を
再
認
識
す
べ
き
と
教
え
て
く
れ
て
い
る
。
ま
た
韓
国
で
も
そ
う

で
あ
る
が
、
漢
方
は
高
価
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ

も
薬
食
同
源
、
つ
ま
り
食
す
る
こ
と
が
健
康
に
つ
な
が
る
と
考
え
れ
ば
、

こ
れ
ほ
ど
安
い
健
康
法
は
な
い
と
も
い
え
る
。

最
後
に

身
土
不
二
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
の
は
平
和
的
で

な
い
が
、
身
の
ま
わ
り
を
み
な
お
す
こ
と
に
つ
な
が
る
こ
と
は
意
識
し

た
い
。
先
述
の
薬
の
概
念
に
つ
な
が
る
「
薬
酒
」
な
ら
ぬ
、「
薬
」
が
転

が
っ
て
い
な
い
か
。
信
仰
の
レ
ベ
ル
ま
で
到
達
す
る
の
は
問
題
で
あ
る

高麗人蔘が有名な錦山で小売りも行う漢方薬の卸市場
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が
、
た
ま
に
遠
出
し
て
体
に
よ
い
空
気
「
薬
気
」
と
心
安
ら
ぐ
景
色
「
薬

景
」
を
み
て
、
健
康
を
保
つ
の
は
現
代
人
に
と
っ
て
必
要
な
こ
と
で
あ

ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
隣
国
の
考
え
に
ふ
れ
る
こ
と
は
悪
く
な
い
。

薬
を
通
し
て
み
る
こ
と
で
、
韓
国
社
会
に
広
く
支
配
的
な
健
康
信
仰

に
始
ま
り
、
人
々
と
薬
の
つ
き
あ
い
方
、
補
薬
や
薬
食
同
源
の
視
点
か

ら
食
す
る
こ
と
で
健
康
を
保
と
う
と
す
る
考
え
方
に
ふ
れ
る
こ
と
が
で

き
た
。
さ
ら
に
、
漢
方
薬
と
親
し
ん
で
き
た
風
土
と
、
そ
れ
を
支
え
て

き
た
地
産
地
消
に
も
つ
な
が
る
身
土
不
二
、
そ
し
て
、
農
産
物
輸
入
を

契
機
に
煽
り
た
て
ら
れ
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
ま
で
、
薬
は
韓
国
社
会
と

そ
こ
で
暮
ら
す
人
々
に
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
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