
EVEN
言い分
異文化

51 ―アジ研ワールド・トレンドNo.174（2010. 3）

少
数
民
族
の
街
に
暮
ら
し
て

狩
野
修
二

「
ハ
ン
グ
ン
マ
ル
ロ
マ
ル
ス
ム
ハ
セ
ヨ
（
韓
国
語
で

お
話
し
く
だ
さ
い
）」
そ
う
言
わ
れ
た
の
は
、
延
吉
市

中
心
部
に
あ
る
デ
パ
ー
ト
の
日
用
品
売
り
場
で
あ
る
。

延
吉
市
は
中
国
の
東
北
部
、
吉
林
省
に
あ
る
延
辺

朝
鮮
族
自
治
州
の
州
都
で
あ
り
、
そ
の
人
口
の
約
半
分

が
朝
鮮
族
と
呼
ば
れ
る
少
数
民
族
で
彼
ら
の
多
く
は
中

国
語
と
朝
鮮
語
の
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
で
あ
る
。
一
九
九
二

年
の
中
韓
国
交
正
常
化
以
降
、（
ほ
ぼ
）
同
一
言
語
を

話
す
同
一
民
族
が
居
住
す
る
こ
の
地
域
へ
韓
国
か
ら
の

投
資
や
留
学
が
増
加
し
た
。
一
方
で
こ
の
地
域
か
ら
韓

国
へ
一
時
的
・
長
期
的
に
出
稼
ぎ
に
出
る
朝
鮮
族
も
か

な
り
の
数
に
上
る
。
ま
た
歴
史
的
な
経
緯
や
文
法
の
類

似
性
な
ど
か
ら
日
本
語
を
学
習
す
る
朝
鮮
族
も
多
く
、

日
本
へ
の
留
学
も
多
い
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
延
吉
は

地
方
都
市
で
あ
り
な
が
ら
も
あ
る
意
味
外
国
・
外
国
人

慣
れ
し
た
土
地
で
あ
る
。
た
だ
し
在
留
日
本
人
は
さ
ほ

ど
多
く
な
い
た
め
、
こ
こ
で
外
国
人
と
い
え
ば
多
く
は

韓
国
人
を
指
す
こ
と
と
な
る
。

冒
頭
の
台
詞
は
、
延
吉
に
来
て
間
も
な
く
、
掃
除

道
具
を
探
し
て
店
員
に
話
し
か
け
た
際
に
言
わ
れ
た
言

葉
で
あ
る
。
つ
た
な
い
中
国
語
で
話
す
こ
の
外
国
人
を

店
員
は
何
の
躊
躇
も
な
く
韓
国
人
だ
と
判
断
し
朝
鮮
語

で
話
し
か
け
る
こ
と
に
決
め
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
こ
ち
ら
か
ら
話
し
か
け
な
い
場
合
、
見
た

目
だ
け
で
外
国
人
と
判
断
す
る
こ
と
は
難
し
い
よ
う
だ
。

韓
国
文
化
の
流
入
や
海
外
の
情
報
が
こ
れ
ま
で
以
上
に

得
や
す
く
な
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
か
、
比
較
的
若
い
年

齢
層
の
人
達
は
、
見
た
目
や
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
で
中
国
人

か
韓
国
人
か
あ
る
い
は
日
本
人
か
を
見
分
け
る
こ
と
は

な
か
な
か
難
し
い
。

あ
る
時
道
を
歩
い
て
い
る
と
、
突
然
斜
め
前
を
歩

い
て
い
た
二
人
組
に
「
よ
か
っ
た
ら
一
緒
に
教
会
へ
行

き
ま
せ
ん
か
？
」
と
朝
鮮
語
で
勧
誘
さ
れ
た
。「
朝
鮮

語
は
で
き
ま
せ
ん
」
と
中
国
語
で
答
え
た
と
こ
ろ
「
あ
、

漢
族
で
す
か
」
と
の
返
事
が
返
っ
て
き
た
。
朝
鮮
語
が

話
せ
な
い
と
す
る
と
、
朝
鮮
族
で
は
な
く
、
韓
国
人
で

も
な
い
。
な
ら
ば
漢
族
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
結
論
に
達

し
た
の
だ
ろ
う
。
同
じ
よ
う
な
事
は
そ
の
後
も
買
い
物

や
何
か
の
手
続
き
の
際
な
ど
に
た
び
た
び
発
生
し
た
。

も
ち
ろ
ん
も
っ
と
会
話
を
続
け
れ
ば
外
国
人
と
い
う
こ

と
は
簡
単
に
わ
か
っ
て
し
ま
う
の
だ
け
れ
ど
、
こ
ん
な

に
日
本
人
だ
と
思
わ
れ
な
い
こ
と
は
今
ま
で
な
か
っ
た

の
で
と
て
も
新
鮮
な
感
じ
が
し
た
。

新
鮮
と
言
え
ば
、
ど
こ
の
国
で
も
そ
う
か
も
し
れ

な
い
が
中
国
の
人
は
こ
ち
ら
が
下
手
な
中
国
語
を
話
し

て
も
ひ
と
ま
ず
褒
め
て
く
れ
る
。
し
か
し
朝
鮮
族
の
人

の
お
世
辞
は
私
が
い
ま
ま
で
聞
い
て
き
た
も
の
と
は
ま

た
ひ
と
味
違
う
。

あ
る
時
、
州
立
図
書
館
へ
行
き
利
用
者
登
録
を
す

る
た
め
職
員
と
話
し
て
い
る
と
、「
中
国
語
が
上
手
で

す
ね
」
と
聞
き
慣
れ
た
お
世
辞
が
相
手
か
ら
発
せ
ら
れ

た
。「
い
え
ま
だ
ま
だ
で
す
」
と
こ
ち
ら
も
い
つ
も
の

よ
う
に
応
じ
る
と
、
そ
の
後
に
「
私
の
中
国
語
よ
り
う

ま
い
」
と
付
け
加
え
た
。
こ
の
フ
レ
ー
ズ
は
な
か
な
か

新
し
い
と
感
じ
た
が
、
そ
の
後
同
じ
よ
う
な
台
詞
を
別

の
人
た
ち
か
ら
も
聞
い
た
の
で
こ
の
言
い
方
は
あ
る
種

の
決
ま
り
文
句
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

こ
の
地
域
で
は
朝
鮮
語
で
普
通
教
育
を
高
校
ま
で

受
け
る
こ
と
が
で
き
、
そ
こ
に
通
え
ば
生
活
の
ほ
と
ん

ど
は
朝
鮮
語
で
済
ま
す
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
大

学
に
入
学
し
た
り
、
就
職
し
た
り
す
れ
ば
中
国
語
を
使

う
機
会
は
断
然
多
く
な
る
の
で
、
彼
ら
は
か
な
り
高
い

レ
ベ
ル
で
両
言
語
を
あ
や
つ
る
の
だ
が
、
多
く
の
人
に

と
っ
て
中
国
語
は
第
二
言
語
と
な
る
た
め
前
述
の
よ
う

な
謙
遜
を
含
め
た
言
い
回
し
を
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

さ
て
、
私
個
人
の
目
標
は
、
朝
鮮
語
で
話
し
か
け

ら
れ
た
ら
朝
鮮
語
で
応
じ
、
中
国
語
で
話
し
か
け
ら
れ

中
国
語
で
返
せ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て

国
籍
不
明
だ
と
思
わ
れ
た
ら
嬉
し
い
。
し
か
し
こ
の
地

域
の
人
々
が
外
国
人
と
接
し
た
と
き
に
そ
れ
が
日
本
人

か
も
し
れ
な
い
と
一
瞬
で
も
思
わ
な
い
と
す
る
と
少
し

悲
し
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
日
本
人
の
存
在
感
が
こ
の

場
所
で
希
薄
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
だ
。
延
辺

大
学
の
日
本
語
教
育
は
中
国
国
内
で
も
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル

と
言
わ
れ
て
お
り
、
実
際
日
本
に
行
っ
た
こ
と
も
な
い

の
に
流
暢
に
日
本
語
を
話
す
知
り
合
い
が
何
人
も
い
る
。

ま
た
日
本
へ
留
学
や
仕
事
で
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
知
日

派
の
人
も
多
い
。
日
本
か
ら
の
投
資
や
交
流
が
今
後
増

加
し
、
い
つ
か
冒
頭
の
店
で
、「
韓
国
語
か
日
本
語
で

お
話
く
だ
さ
い
」
と
言
わ
れ
た
ら
そ
れ
は
そ
れ
で
嬉
し

い
に
違
い
な
い
。
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