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私

の
韓
国

の
友
人

に

「
足
が
広

い

(顔
が
広

い
の
意
)」

大
学
教
授

が

い
る
。
彼

は
よ
く
仲
人

を
頼
ま

れ
る
そ
う

で
、
週
末

は
忙

し
く

て

こ
ま

る
と
笑
う

。
も

っ
と

も
仲
人

チ

ュ

レ

と

い
っ
て
も
、
韓
国

で
は

「主
礼
」

と

い

い
、

い
わ
ば
キ

リ

ス
ト
教
式

の
結
婚
式

に
お
け

る
神

父

・
牧
師

の
役
割
を
す

る
だ
け

で
あ

る
。

ふ

イ

ェ
シ
ク
ヂ
ャ
ン

 つ
う

「
礼
式
場
」
で
行
わ
れ
る
結

婚
式

は
、
そ

れ
自

体

い
た

っ
て
簡

素

で
あ
り
、

ほ
ぼ
画

一
化

さ
れ

て

い
る
。
タ

キ
シ
ー
ド
姿

の
新
郎

が

入

場
し
た
後
、

父
親

に
手
を

引
か

れ
て
新
婦

が
入
場

。
新
郎

・
新

婦

が
挨
拶
を
交
わ

し
、
「主
礼
」
が
祝

辞

を
述

べ
た
後

、

二
人
が

両
家

の

両
親
に
挨
拶
を
し
て
終
了
す

る
。

式

に
は
、
招
待

状
を
も

ら
わ
な

く

て
も
自
由

に
出

席

で
き

る
。
出

席
者
は
、

ご
祝

儀
を
渡
す

と
、
式

場
内
ま

た
は
近
く

の
レ
ス
ト

ラ
ン

で
各
自
勝
手

に
食
事
を

し
、
食

べ

た

人
か

ら
自

由

に
帰

っ
て

い

い
。

出
席

者

は

そ
ん

な

に
着
飾

ら
ず

、

平
服

の
人
も
多

い
。

な
か

に
は
式

に
は
出
ず

に
、
食
事

だ
け
を
し

て

帰
る
人
も

い
る
。

こ
う

し
た
結
婚
式

は
、

一
九
七

三
年

に
制
定
さ
れ

た

「
家
庭
儀
礼

に
関
す

る
法
律
」

に
よ
り
儀
礼

の

簡
素
化
が
図
ら
れ
た
こ
と

に
よ
る
。

も
と
も

と

の
結
婚
式

は
、
盛
大

に

執
り
行

わ
れ
た
。
韓

国
語

で
チ

ャ

ン
チ
と

い
う
言
葉

は
、
宴
会

一
般

を
指
す

が
、
そ

れ
だ
け

で
結
婚
式

と

い
う

意
味
を
も

つ
。
あ
ら

ゆ
る

宴
会

の
な
か

で
も
結
婚

式

は
格
別

な
意
味
を
も

つ
も

の
な

の
だ

ろ
う
。

チ

ュ
ヂ
ャ

カ

伝
統
的
な
結
婚
式
は

■
朱
子
家

レ礼
」

に
則
り
行
わ

れ
た
が
、
新
婦

テ

レ

の
家

で
行

わ
れ

る

「
大
礼

」

と

、

フ

レ

新

郎

の
家

で
行

わ

れ
る

「
後

礼
」

の
二
段
階

が
あ

っ
た
。
「大
礼
」
で

は
、
新

郎
が
新
婦

に
木

の
雁
を
贈

チ

ニ
マ

フ

ン

る

幽
璽
雁
」

の
礼

、

二
人
が
向

か

キ

ョ

ベ

い
合

っ
て
拝
を
す

る

[
交
拝
」

の

礼

、
互

い
に
杯
を

と

っ
て
酒
を

い

ハ
プ
ク
ン

た
だ
く

■
合
丞
己」

の
礼
な
ど

の
婚

儀

が
行
わ

れ
た

。
そ

の
夜
を
過

ご

し
翌
日
、
新
婦

は
イ
バ

ヂ
と

い
い

肉

、
餅
、

果
物

や
心
を
込

め
て
作

っ
た
料
理

を
持

参
し

て
新
郎

の
家

に
向
か

っ
た
。
そ
し

て
新
郎

の
家

で

「
後
礼
」

が
行
わ

れ
、
新

婦

の

実
家

が

用
意

し

た
鶏

、
栗

、
喪

、

果
物
、
酒

、
肴

な
ど
を
新

婦
が
舅

ぺ

ベ

ク

姑

に
献
上

す
る

「
弊

吊
」

の
礼
を

行

っ
た
。

そ
れ
が
終

わ
る
と
、
大

勢

の
近
所

の
人

々
が
集

ま
り
、
歌

舞
飲
食
を
楽

し
ん
だ
。

こ

の
宴
席

の
人

々
を

い
か

に
楽

し
ま
せ

る
か

が
、
宴
を

催
す
家

の
情

の
深
さ

や

富
、
地
位

の
み
せ
ど

こ
ろ
で
あ
り
、

ト
ク

(餅
)
と

ク
ク
ス

(麺
)

が
振

る
舞

わ

れ
た
。

こ
と

に

ク
ク
ス
は

{
麺

の
よ
う

に
長
生
き
し

て
く
だ
さ

い
」
と
、

長
寿
を
願

っ
て
結
婚

の

宴

に
は
必
ず

出
さ

れ
た
。
そ

の
た

め
韓

国
語

で
は

「
ク
ク
ス
を
食

べ
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特集 結婚式の食

る
」
が

「結
婚
式
を
挙
げ
る
こ
と
」

を
意
味
し
て
い
る
。

戦

後
も
結
婚
式

は
ほ
と

ん
ど
が

家

で
し
た
。
宴

に
は
、

ク
ク
ス
を

主
食

と
し
、
肴

と
し

て
は
茄

で
た

豚
、
ヂ

ョ
ン

(卵
衣
焼
き
)
、
チ

ャ

プ
チ

ェ

(雑
菜
)
、
チ
ゲ

(な
べ
物
)
、

餅

、

韓

菓

、

果

物

や
、

シ

ッ
ケ

(甘
酒
)
、

ス
ヂ

ョ
ン
グ

ァ

(干
し

柿

の
飲
料
)
な

ど
を
客
膳

に
整

え

る

の
が

ふ

つ
う
だ

っ
た
。
貧

し

い

家

で
は
、
煮
干

し

の
だ
し
汁

に
麺

を

入

れ

て
出
す

程
度

だ

っ
た
が

、

よ

い
暮
ら
し

の
家

は
牛

の
骨

を
よ

く
煮

込

ん
で
、

そ

の
汁

に
ゆ
が

い

た
麺

を

い
れ
、

上
に
錦
糸
卵

と
糸

唐
辛

子
、
葱
を

か
ざ

り
、

よ
く
発

酵
し
た
キ
ム
ヂ

ャ
ン
キ
ム
チ
と
食

べ

た

。
結
婚
式

は
主

に
農
事

が
終

わ

っ
た
陰
暦

一
〇
月

下
旬
か
ら

、
農

事

が
始
ま

る
春

に
な
る
前

に
多

く

行

っ
た

の
で
、
宴

の
ク

ク
ス
を
食

べ
る
時
は
、
越
冬

の
た
め

に
大

量

に
漬
け
ら
れ
る
キ
ム
ヂ
ャ
ン
キ
ム
チ

と

食

べ

る

の
が
伝
統

と

な

っ
た

。

ま

た

、

地

方

に

よ

っ

て

は

、

キ

ョ

ン
ギ

ド

チ
ュ
ン
チ

ョ
ン
ド

京
畿
道
や
忠
清
道

で
は
豚
を
何
頭

チ

ョ

ル

ラ

ド

屠

る
か
、
全
羅
道

で
は

エ
イ

の
料

キ
ョ
ン
サ

ン
ブ

ク

ド

ア
ン
ド

ン

理
、
慶

尚
北
道

の
安
東

で
は
タ
コ

を
ど

れ
だ
け
供
す

る
か
が
宴

の
大

き
さ

の
基
準
と
さ
れ
た
。

結
婚

式
が
礼
式

場

で
行
わ

れ
る

よ
う

に
な

っ
た
後

も
、

八
〇
年
代

ま

で
は

カ
ル
ビ
タ

ン

(あ

ば
ら
肉

の
ス
ー
プ
)

や
焼

酎
、
飲
料
水

な

ど
を

注
文
し
、
近

く

の
食
堂

で
宴

が
も

た
れ
た
が
、
餅

や
肴
な

ど
は

家

か
ら

持

っ
て
き

た
。

カ
ル
ビ

タ

ン
が
出
さ
れ

る
の
は
、
肉

が
貴
重

な
時

代

に
、
宴

の
ご
馳
走
と

し

て

来
客

を
も

て
な
す
心

の
表

れ
と

い

わ

れ
、

結
婚

の
宴
と

い
う

と

カ
ル

ビ

タ

ン
を
思

い
出
す

と

い
う

人
は

チ

ェ
ジ

ユ

ド

今

で
も
多

い
。
ま

た
、
済
州
島

の

郷
土

料
理
と
な

っ
て

い
る

コ
ギ
ク

ク
ス

(肉

麺
)

は
、

豚
肉

が
食

べ

ら

れ
な

い
時
代

に
は
、
宴

の
時

し

か
食

べ
ら
れ
な

い
も

の
で
あ

っ
た
。

四

・
五
枚

の
茄

で
た
豚
肉
を

の
せ

た
麺
だ
が
、
肉
は
酒

の
肴

に
な
り
、

麺

は
空

腹
を
満

た
し
た
と
、
か

つ

て
を
懐

か
し
む
人

は
多

い
。

さ

て
、
韓
国

の
結

婚
式
は
簡
素

化
さ
れ
た
か
の
よ
う

に
見
え
る
が
、

新
郎

・
新
婦
の
両
家
の
間
で
は
、

い

ま
だ
に
伝
統
的
な
結
婚
式
で
の

"秘

儀
"
が
行
わ
れ
て
い
る
。
タ
キ
シ
ー

ド
と
ウ
エ
デ
ィ
ン
グ
ド
レ
ス
を
着
て

キ
リ
ス
ト
教
式
に

「大
礼
」
を
行

っ

た
新
郎

・
新
婦
は
、
そ
の
後
す
ぐ
に

式
場
の
別
室
に
お
い
て
韓
服
に
着
替

え

て

一後
礼
」
を
行
う

の
で
あ
る
。

屏
風

の
前

に
新
郎

の
両
親
が
座
り
、

そ

の
前
に
栗
、
喪
、
餅
、
菓
子
、
酒

な
ど
の

「弊
吊
」
が
載
せ
ら
れ
た
膳

が
備
え
ら
れ
て
い
る
。
新
郎

・
新
婦

が
両
親
に
礼
を
し
、
酒
を
献
じ
る
。

新
婦

の
礼
を
受
け
た
舅

・
姑
は
新
婦

の
チ

マ

(
下
衣
)

に
喪
を

投

げ
、

一富
貴
多
男
」

の
ま
じ
な

い
を
す

る

ク

ゴ

レ

一舅
姑
礼
」
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ

の
た
め
、
新
婦
が
新
郎
の
家

に
持

参
す
る
イ
バ
ヂ
と

「弊
吊
」
は
、
新

婦

の
家
で
作
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
な

っ
た
も

の
の
、
そ
の
専
門
店
が
繁
盛

し
て
い
る
。

{
大
礼
」

・
一
後

礼
」

の
も

ろ
も

ろ
の
儀
礼

が
短
縮

・
省
略

さ
れ

て

い
る
な

か

で
、

こ

の

一弊
吊

」

の

礼
が
残

さ
れ

て

い
る

の
は
何
故
だ

ろ
う
。
「大
礼
」

の
名
が
与
え
ら
れ

た

胴交
拝
」

の
礼
、

「合
丞
己
」

の
礼

よ
り
も

、
む
し

ろ

「後
礼

」
と

は

い
え

[弊

吊
」

の
礼

に
婚

礼

の
本

質
が
表

わ
さ
れ

て

い
る

の
で
は
な

い
か
。
夫

婦

の
礼

よ
り
も
舅
姑

へ

の
礼

に
重

き
を
置
く

の
は
、
儒
教

の

「孝
」

に
家
族
制
度

の
基
本
を

求
め
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

最
近

は
、

ウ

エ
デ
ィ

ン
グ

ホ
ー

ル
や
ホ
テ

ル
で
の
結
婚
式

が
流
行

し
、
宴
も
豪

華

に
な

り
、
ほ
と

ん

ど
が
ビ

ユ
ッ
フ

ェ
形
式

で
、
料
理

も
洋

食

が
主

流

に
な

っ
て
き

た
。

豊
か
さ

の
中

で
、
宴

の
席

で
の
カ

ル
ビ

タ
ン
は
姿
を
消
し

つ
つ
あ

る
。

し
か
し
、
「
ク
ク
ス
を
食

べ
る
」

い

う
言
葉
と

と
も

に
、
今

の
と

こ
ろ

ク
ク
ス
と

結
婚

式
と

は
切

っ
て
も

切
れ
な

い
も

の
に
な

っ
て
い
る
。
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