
昨
年
度
の
『
人
文
学
フ
ォ
ー
ラ
ム
』
第
七
号
に
は
、
長
野
県
下
伊
那
郡
阿
南
町
新
野

の
雪
祭
り
を
取
り
上
げ
、
祭
り
の
流
れ
と
そ
の
中
に
お
け
る
仮
面
を
用
い
た
舞
に
つ

い
て
考
察
し
た
。
同
じ
よ
う
な
祭
り
は
韓
国
各
地
に
も
あ
り
、
本
稿
は
日
本
と
韓
国

の
「
仮
面
と
憑
依
」
を
比
較
す
る
よ
う
当
初
の
原
稿
依
頼
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
紙

幅
の
関
係
上
、
昨
年
度
は
日
本
の
雪
祭
り
に
お
け
る
仮
面
の
用
い
ら
れ
方
に
関
す
る

記
述
で
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
本
稿
は
昨
年
度
の
継
続
稿
と
い
う
位
置
づ
け
で
、

韓
国
に
お
け
る
仮
面
の
用
い
ら
れ
方
に
つ
い
て
日
本
と
若
干
の
比
較
を
し
て
み
る
こ

と
と
す
る
。

３
　
韓
国
に
お
け
る
仮
面
を
用
い
た
祭
り

韓
国
で
は
祭
り
の
折
に
「
仮
面
劇
」
あ
る
い
は
「
タ
ル
チ
ュ
ム
」
な
ど
と

呼
ば
れ
る
仮
面
を
用
い
た
劇
が
演
じ
ら
れ
る
が
、
村
人
が
代
々
受
け
継
い
で

伝
承
し
て
い
る
も
の
と
専
門
の
演
者
が
公
演
し
て
歩
い
た
も
の
と
に
分
け
ら

れ
る
。
本
稿
で
は
、
村
人
が
受
け
継
い
で
伝
承
し
て
き
た
仮
面
劇
に
絞
っ
て

み
て
い
く
こ
と
と
す
る
が
、
そ
れ
ら
に
は
楊
州
山
台
ノ
リ
、
松
坡
山
台
ノ
リ

（
一
九
七
三
年
重
要
無
形
文
化
財
第
49
号
指
定
）、
鳳
山
山
台
タ
ル
チ
ュ
ム
（
一

九
六
七
年
重
要
無
形
文
化
財
第
17
号
指
定
）、
康

タ
ル
チ
ュ
ム
、
殷
栗
タ
ル

チ
ュ
ム
（
一
九
七
〇
年
重
要
無
形
文
化
財
第
34
号
指
定
）、
水
営
野
遊
（
一
九

七
一
年
重
要
無
形
文
化
財
第
43
号
指
定
）、
東

野
遊
（
一
九
六
七
年
重
要
無

形
文
化
財
第
18
号
指
定
）、
統
営
五
広
大
（
一
九
六
四
年
重
要
無
形
文
化
財
第

６
号
）、
固
城
五
広
大
（
一
九
六
四
年
重
要
無
形
文
化
財
第
７
号
指
定
）、
駕
山

五
広
大
（
一
九
八
〇
年
重
要
無
形
文
化
財
第
73
号
指
定
）、
河
回
別
神
ク
ッ
タ

ル
ノ
リ
（
一
九
八
〇
年
重
要
無
形
文
化
財
第
69
号
指
定
）、
江
陵
官
奴
仮
面
劇

（
一
九
六
七
年
重
要
無
形
文
化
財
第
13
号
指
定
）、
北
青
獅
子
ノ
リ
（
一
九
六
七

年
重
要
無
形
文
化
財
第
15
号
指
定
）
な
ど
が
そ
の
代
表
的
な
も
の
し
て
存
在

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
中
に
は
、
日
本
支
配
下
に
お
い
て
集
会
の
禁
止
や
、
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朝
鮮
戦
争
（
韓
国
で
は
六
・
二
五
と
呼
ぶ
）
に
よ
っ
て
一
時
期
中
断
し
、
解

放
後
あ
る
い
は
休
戦
後
に
復
活
し
た
も
の
も
多
い
。
ま
た
、
六
・
二
五
の
折

に
、
北
か
ら
南
に
避
難
し
た
演
者
た
ち
に
よ
っ
て
持
ち
伝
え
ら
れ
た
も
の
も

含
ま
れ
て
い
る
（
地
図
参
照
）。

総
称
し
て
仮
面
劇
と
呼
ん
で
い
る
が
、
地
域
に
よ
っ
て
ノ
リ
・
タ
ル
チ
ュ

ム
・
野
遊
・
五
広
大
な
ど
の
呼
び
名
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
手
作
り
の
仮
面
な

ど
を
用
い
て
、
い
く
つ
か
の
場
面
＝
科
場
が
演
じ
ら
れ
る
。
科
場
の
場
数
は

地
域
に
よ
っ
て
異
な
り
、
数
場
か
ら
十
三
場
ぐ
ら
い
に
分
け
ら
れ
て
演
じ
ら

れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
仮
面
劇
の
起
源
に
つ
い
て
も
韓
国
に
お
い
て

さ
ま
ざ
ま
な
資
料
を
用
い
た
検
討
が
さ
れ
て
い
る
が
、
今
尚
こ
れ
と
い
っ
た

決
め
手
は
み
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
り
、
山
台
都
監
劇
系
統
説
・
豊
農
ク
ッ
起

源
説
が
有
力
と
み
な
さ
れ
て
い
る
（
１
）
。

こ
う
し
た
仮
面
劇
に
共
通
す
る
科
場
も
ま
た
起
源
説
同
様
、
様
々
な
分
類

が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
が
、
お
ば
あ
さ
ん
が
登
場
す
る
科
場
、
両
班
が
登
場

す
る
科
場
、
破
戒
僧
が
登
場
す
る
科
場
な
ど
が
共
通
し
て
い
る
。
こ
う
し
た

登
場
人
物
に
い
ろ
い
ろ
な
台
詞
を
は
か
せ
る
が
、
総
じ
て
両
班
や
学
者
・
僧

侶
と
い
っ
た
身
分
の
高
い
者
あ
る
い
は
識
者
と
思
わ
れ
る
者
に
対
す
る
皮

肉
・
か
ら
か
い
・
侮
辱
な
ど
が
こ
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
貴

族
や
両
班
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
身
分
制
度
が
明
確
で
あ
っ
た
韓
国
社
会
の
中

で
、
日
ご
ろ
の
鬱
憤
を
晴
ら
す
絶
好
の
機
会
が
仮
面
劇
で
あ
っ
た
と
も
言
わ

れ
、
地
域
社
会
で
行
わ
れ
る
祭
り
の
後
の
仮
面
劇
だ
け
で
な
く
、
大
道
芸
人

た
ち
も
常
に
そ
う
し
た
意
識
を
持
っ
て
演
じ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
、
ド
ラ

マ
な
ど
に
も
描
か
れ
て
い
る
（
２
）
。

仮
面
劇
の
中
に
は
、
江
陵
官
奴
仮
面
劇
の
よ
う
に
台
詞
が
な
く
パ
ン
ト
マ

イ
ム
形
式
の
も
の
も
あ
る
が
、
本
稿
で
は
日
常
会
話
の
よ
う
に
見
物
客
を
巻

き
込
ん
で
会
話
を
し
た
り
す
る
安
東
市
河
回
村
の
仮
面
劇
を
取
り
上
げ
て
見

て
行
く
こ
と
に
し
た
い
。
河
回
村
の
別
神
祭
ク
ッ
を
み
な
け
れ
ば
、
死
ん
で

も
良
い
と
こ
ろ
に
は
行
か
れ
な
い
と
言
わ
れ
て
お
り
、
村
の
人
々
だ
け
で
な

く
近
隣
の
人
々
が
河
回
村
の
縁
故
を
頼
っ
て
見
物
に
出
か
け
て
き
た
も
の
だ

と
い
う
。
仮
面
劇
は
こ
の
ク
ッ
の
中
で
行
わ
れ
る
も
の
で
、
本
来
は
神
迎

え
・
本
儀
・
神
送
り
に
分
け
ら
れ
る
祭
り
の
中
の
、
本
儀
の
部
分
で
行
わ
れ

た
も
の
と
い
う
か
ら
、
後
に
述
べ
る
現
行
の
よ
う
な
余
興
的
な
要
素
の
強
い

も
の
と
い
う
よ
り
、
神
を
も
て
な
す
為
の
祭
儀
の
一
部
で
あ
っ
た
こ
と
が
伺

え
る
（
３
）
。

（
１
）
安
東
市
河
回
村
概
要

安
東
市
河
回
村
（
４
）
は
慶
尚
北
道
安
東
市
の
北
西
に
位
置
し
、
ソ
ウ
ル
か
ら
高

速
バ
ス
で
安
東
駅
ま
で
二
時
間
半
、
駅
か
ら
バ
ス
で
三
〇
分
余
の
距
離
に
あ

る
。
洛
東
江
が
村
を
抱
き
こ
む
よ
う
に
蛇
行
し
て
い
る
。
背
後
に
山
を
い
た

だ
き
、
前
面
に
は
満
々
と
流
れ
る
川
と
い
う
、
風
水
で
良
い
と
さ
れ
る
背
山

臨
水
の
思
想
に
基
づ
く
典
型
的
な
地
形
に
構
成
さ
れ
た
村
で
あ
る
こ
と
が
見

て
取
れ
る
。
両
班
柳
氏
の
本
拠
地
と
さ
れ
、
別
神
祭
ク
ッ
の
折
に
神
を
祭
る

広
場
三
神
堂
及
び
両
班
の
宗
家
柳
氏
の
家
を
中
心
に
ほ
ぼ
円
を
描
く
よ
う
に

家
々
が
存
在
し
て
い
る
（
写
真
１
）。
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円
の
中
心
に
は
両
班
、
外
側
へ
中
人
・
常
民
・
賎
民
と
い
う
順
の
構
成
に

な
っ
て
お
り
、
家
の
大
き
さ
を
見
れ
ば
そ
の
身
分
も
凡
そ
推
測
で
き
る
。
村

は
景
観
保
護
区
域
に
指
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
か
つ
て
の
身
分
制
度
の
在
り

よ
う
ま
で
推
し
量
れ
て
し
ま
い
、
中
心
に
家
を
も
つ
人
々
と
外
縁
に
家
の
あ

る
人
々
の
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
は
ど
の
よ
う
な
意
識
上
に
あ
る
の
か
は
、
稿
を

改
め
て
観
察
し
て
み
た
い
事
柄
で
あ
る
（
写
真
２
―

１
・
２
大
き
な
家
小
さ
な

家
）。村

は
農
業
が
主
た
る
生
業
で
あ
る
が
、
現
在
、
若
者
た
ち
は
サ
ラ
リ
ー
マ

ン
と
し
て
安
東
市
や
慶
州
市
・
釜
山
市
・
ソ
ウ
ル
市
な
ど
へ
出
て
い
る
も
の

も
少
な
く
な
い
。
ま
た
、
現
在
は
村
の
中
の
何
軒
か
が
民
宿
を
営
ん
で
お
り
、

日
本
人
観
光
客
な
ど
の
宿
泊
客
も
多
い
。
村
全
体
が
博
物
館
の
よ
う
な
状
態

で
、
人
々
が
生
活
し
て
い
る
姿
と
「
昔
懐
か
し
い
韓
国
の
田
舎
の
生
活
」
を

体
験
で
き
る
村
と
し
て
観
光
化
が
進
ん
で
い
る
。
例
え
ば
、
筆
者
が
宿
泊
し

た
チ
ェ
　
ミ
ス
お
ば
あ
さ
ん
の
「
静
か
な
民
宿
」
も
息
子
た
ち
家
族
は
外
に

出
て
い
て
、
お
ば
あ
さ
ん
が
近
く
に
住
む
義
妹
の
助
け
を
借
り
な
が
ら
民
宿

を
営
ん
で
お
り
、
息
子
た
ち
夫
婦
は
休
日
を
利
用
し
て
は
帰
宅
し
て
、
農
業

の
で
き
な
い
お
ば
あ
さ
ん
を
助
け
て
い
た
。
村
の
中
に
は
こ
う
し
た
民
宿
が

十
数
軒
あ
り
、
と
き
に
は
ソ
ウ
ル
あ
た
り
か
ら
来
る
小
学
生
や
中
学
生
の
合

宿
も
受
け
入
れ
て
い
る
（
写
真
３
　
民
宿
入
り
口
）。

村
の
入
り
口
に
は
観
光
用
の
長

が
立
ち
、
観
光
案
内
所
も
開
設
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
入
り
口
に
は
こ
の
村
が
、
ど
の
よ
う
な
家
々
の
構
成
か
ら
な

る
か
が
一
目
で
分
か
る
航
空
写
真
も
飾
ら
れ
て
い
る
（
写
真
１
参
照
）。
現
在
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は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
口
コ
ミ
紹
介
や
、
各
民
宿
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
も
開

設
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
民
宿
の
食
事
な
ど
も
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
二

〇
〇
四
年
に
初
め
て
こ
の
村
を
訪
れ
た
と
き
に
は
、
冬
場
で
あ
っ
た
こ
と
も

あ
り
食
堂
な
ど
は
バ
ス
停
前
に
一
軒
あ
る
の
み
で
あ
っ
た
が
、
三
年
後
の
夏

訪
れ
た
と
き
に
は
食
堂
や
み
や
げ
物
屋
な
ど
が
数
軒
で
き
て
お
り
、
よ
り
観

光
化
が
進
ん
で
い
る
こ
と
が
伺
え
た
（
写
真
４
・
５
・
６
・
７
）。

（
２
）
河
回
村
仮
面
劇
概
要

現
在
、
河
回
村
の
仮
面
劇
は
観
光
客
用
に
三
・
四
・
一
一
月
は
毎
週
日
曜

日
一
五
時
か
ら
、
五
月
か
ら
一
〇
月
は
毎
週
土
・
日
曜
日
の
一
五
時
か
ら
公

演
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
実
際
は
十
年
ご
と
に
神
託
を
得
て
臨
時
に
行
う
別

神
ク
ッ
の
と
き
に
行
わ
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
祭
り
は
戌
辰
生
ま

れ
の
城
隍
神
を
祭
る
も
の
で
あ
る
。「
戌
辰
生
ま
れ
の
城
隍
さ
ま
」
と
も
言
わ

れ
、
十
七
歳
の
処
女
義
城
金
氏
で
あ
る
と
か
、
十
五
歳
で
未
亡
人
に
な
っ
た

城
隍
神
と
か
い
わ
れ
、
村
を
守
る
三
神
（
産
神
と
記
述
す
る
場
合
も
あ
る
）

の
嫁
に
当
た
る
神
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
別
神
ク
ッ
は
、
村
に
異
常
が
あ
る

と
き
な
ど
に
も
行
わ
れ
た
た
め
、
十
年
の
間
を
お
か
ず
三
年
と
か
五
年
で
行

わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
別
神
ク
ッ
と
は
別
に
毎
年
正
月
十
五
日
と
四
月
八

日
に
例
祭
が
行
わ
れ
、
こ
れ
を
洞
祭
と
呼
ん
で
い
る
（
５
）
。

別
神
祭
を
行
う
か
否
か
は
前
年
の
陰
暦
十
二
月
十
五
日
に
神
の
意
思
を
問
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う
。
ま
ず
、
山
主
（
サ
ン
ジ
ュ
＝
宮
司
に
あ
た
る
）
が
山
に
登
っ
て
神
に
伺

い
を
立
て
、
神
託
が
あ
る
と
初
め
て
祭
り
の
執
行
が
決
ま
る
。
神
託
が
降
り

る
と
山
主
は
村
に
帰
り
、
村
人
た
ち
に
知
ら
せ
て
不
浄
の
な
い
大
工
に
命
じ

て
城
隍
竿
（
長
さ
四
〜
五
メ
ー
ト
ル
）
と
降
神
竿
（
一
メ
ー
ト
ル
）
と
呼
ぶ

神
聖
な
木
を
選
定
さ
せ
る
（
６
）
と
と
も
に
、
祭
り
に
使
用
す
る
道
具
類
や
楽
器
の

点
検
な
ど
を
始
め
る
。
十
二
月
二
十
九
日
に
村
の
代
表
が
洞
舎
に
集
合
し

（
こ
の
と
き
両
班
の
宗
家
で
あ
る
柳
氏
は
参
加
し
な
い
）、
有
司
（
祭
に
お
い
て

会
計
を
担
当
す
る
と
と
も
に
雑
用
を
引
き
受
け
る
人
）
二
名
、
広
大
（
演
技

者
）
十
二
名
、
船
子
な
ど
の
選
定
が
行
わ
れ
、
選
定
さ
れ
た
者
に
は
す
ぐ
に

通
知
が
さ
れ
る
。
一
戸
か
ら
一
人
だ
け
ク
ッ
に
動
員
さ
れ
て
も
生
業
に
支
障

が
な
い
よ
う
な
人
選
が
さ
れ
る
が
、
上
記
の
役
に
選
定
さ
れ
た
者
は
選
定
さ

れ
た
こ
と
が
神
の
意
志
と
し
て
拒
む
こ
と
は
な
い
。
拒
む
こ
と
は
神
の
意
志

に
そ
む
く
こ
と
で
あ
り
、
意
志
に
背
け
ば
城
隍
神
の
怒
り
を
か
う
と
信
じ
ら

れ
て
い
た
（
７
）
。
そ
し
て
、
翌
十
二
月
三
十
日
か
ら
洞
舎
で
寝
泊
り
し
て
、
禁
忌

を
守
り
練
習
を
行
う
。

こ
う
し
て
準
備
が
整
う
と
、
翌
十
二
月
三
十
一
日
（
正
月
二
日
で
あ
る
こ

と
も
あ
る
）
に
上
堂
（
城
隍
堂
と
も
呼
ぶ
）
に
山
主
・
広
大
が
上
っ
て
神
降

ろ
し
を
行
う
。
上
堂
は
村
は
ず
れ
の
山
の
上
に
あ
り
、
山
主
が
鈴
を
取
り
付

け
た
城
隍
竿
を
握
っ
て
神
の
来
臨
を
祈
る
。
鈴
が
な
る
と
神
が
降
り
た
印
と

し
、
城
隍
竿
を
先
頭
に
山
主
・
閣
氏
（
城
隍
神
の
象
徴
役
　
こ
の
と
き
は
仮

56
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面
を
つ
け
て
い
な
い
）
・
広
大
・
農
楽
隊
の
順
に
行
列
を
つ
く
り
、
農
楽
を

奏
で
な
が
ら
、
中
堂
、
下
堂
を
経
て
さ
ら
に
村
の
中
を
練
り
な
が
ら
洞
舎
前

の
広
場
で
仮
面
劇
を
始
め
る
。
年
に
よ
っ
て
、
三
神
堂
前
の
広
場
で
行
う
こ

と
も
あ
っ
た
（
写
真
７
）。

洞
舎
は
仮
面
を
治
め
て
保
管
し
て
お
く
場
所
で
あ
り
、
広
大
た
ち
が
祭
ま

で
こ
も
る
場
所
で
も
あ
る
。
広
場
は
仮
面
劇
を
行
う
場
所
で
も
あ
っ
た
が
、

火
災
に
あ
っ
て
以
降
、
仮
面
は
山
主
の
家
で
保
管
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ

ら
に
一
九
六
四
年
に
国
宝
１
２
１
号
に
指
定
さ
れ
、
現
在
は
国
立
中
央
博
物

館
が
所
蔵
し
て
い
る
。
河
回
村
で
使
用
さ
れ
た
木
製
仮
面
は
田
耕
旭
に
よ
れ

ば
、
韓
国
的
な
表
情
で
、
韓
国
人
の
骨
格
や
容
貌
を
見
事
に
表
現
し
て
い
る

も
の
が
多
く
、
制
作
年
代
は
高
麗
時
代
中
期
（
十
一
〜
十
二
世
紀
）
ま
で
遡

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
そ
の
後
改
め

て
作
ら
れ
た
仮
面
で
あ
る
。

河
回
村
の
仮
面
劇
は
日
帝
時
代
の
一
九
二
八
年
以
降
途
絶
え
た
が
、
一
九

七
三
年
に
安
東
市
の
有
志
に
よ
っ
て
保
存
会
が
結
成
さ
れ
、
一
九
七
四
年
の

一
年
間
を
か
け
て
広
大
を
演
じ
た
経
験
者
で
あ
る
朴
寿
斤
へ
の
聞
き
取
り
調

査
を
行
い
、
一
九
七
七
年
に
復
元
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
一
九
七

八
年
に
成
炳
禧
ら
に
よ
っ
て
閣
氏
を
演
じ
た
李
昌
煕
へ
の
聞
き
取
り
調
査
を

行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
内
容
は
朴
寿
斤
の
伝
承
と
比
較
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
り
、
科
場
の
順
番
な
ど
に
も
影
響
を
与
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。

倉
石
美
都
「
韓
国
仮
面
戯
に
み
る
円
の
象
徴
性
」（
日
本
大
学
大
学
院
芸
術
学

研
究
科
修
士
論
文
二
〇
〇
四
年
）
に
よ
れ
ば
、
二
人
の
伝
承
の
差
が
一
覧
表

に
よ
っ
て
比
較
さ
れ
て
い
る
が
、
互
い
の
伝
承
が
補
い
合
っ
て
復
元
を
可
能

に
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

で
は
、
実
際
に
仮
面
劇
は
ど
の
よ
う
に
演
じ
ら
れ
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
、

ど
の
よ
う
な
仮
面
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
、
お
お
よ
そ
の
順
序
を
科
場
に

し
た
が
っ
て
見
て
い
き
た
い
。

（
３
）
仮
面
と
科
場

農
楽
隊
の
音
が
遠
く
に
聞
こ
え
る
と
、
村
の
人
々
は
洞
舎
の
前
の
広
場
に

集
ま
っ
て
く
る
（
現
在
は
特
設
会
場
で
行
わ
れ
る
）。
科
場
は
第
一
科
場
か
ら

第
五
科
場
で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
第
一
科
場
が
行
わ
れ
る
前
に
、
仮
面
を

つ
け
た
閣
氏
が
仮
面
を
つ
け
て
舞
童
（
肩
車
を
し
て
も
ら
っ
て
立
っ
た
ま
ま

両
手
を
動
か
す
舞
）
を
し
な
が
ら
、
観
客
の
前
を
回
っ
て
乞
粒
（
喜
捨
）
を

す
る
。
こ
の
乞
粒
が
お
わ
る
と
、
い
よ
い
よ
仮
面
劇
が
始
ま
る
。
閣
氏
は
非

常
に
格
の
高
い
神
な
の
で
、
土
に
つ
か
な
い
よ
う
常
に
人
の
肩
の
上
に
乗
っ

て
演
技
を
行
う
。
処
女
役
な
の
で
、
顔
の
表
情
が
生
硬
表
情
を
し
て
い
る
と

い
わ
れ
て
い
る
。
榛
の
木
で
作
ら
れ
て
い
る
。

①
第
一
科
場
　
チ
ュ
ジ
チ
ュ
ム
（
獅
子
舞
）

つ
が
い
の
チ
ュ
ジ
が
登
場
し
、
頭
を
振
り
な
が
ら
舞
台
の
四
方
を
駆
け
回

る
。
悪
鬼
猛
獣
を
追
い
払
う
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
チ
ュ
ジ
は
李
昌
煕
に
よ

れ
ば
、
体
は
竜
、
頭
は
虎
を
模
し
た
も
の
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
田
耕
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旭
は
、「
獅
子
は
百
獣
の
王
で
あ
り
、
仏
教
に
お
け
る
文
殊
菩
薩
の
使
者
な
の

で
、
雑
鬼
を
追
い
や
り
災
い
を
は
ら
う
こ
と
の
で
き
る
存
在
と
認
識
さ
れ
て

い
る
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
チ
ュ
ジ
は
、
両
班
の
下
人
チ
ョ
レ
イ
ン
に
よ
っ

て
追
い
払
わ
れ
る
。

こ
の
チ
ュ
ジ
の
仮
面
は
鄭
台
鉉
教
授
の
鑑
定
に
よ
る
と
、
榛
木
を
使
用
し

て
い
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
８
）
。

②
第
二
科
場
　
白
丁
ノ
リ
（
写
真
９
）

仮
面
名
を
「
死
刑
執
行
人
」
と
い
う
よ
う
に
、
身
分
の
低
い
賎
民
役
で
あ

る
。
先
に
牛
が
登
場
し
、
そ
の
牛
を
追
い
か
け
て
白
丁
が
登
場
す
る
。
牛
を

見
つ
け
る
と
背
負
い
袋
か
ら
斧
を
取
り
出
し
、
刀
を
振
り
回
し
て
牛
を
殺
す
。

殺
し
た
牛
か
ら
牛
嚢
を
切
り
取
り
、
観
客
の
間
を
回
っ
て
牛
嚢
を
売
り
つ
け

る
。
白
丁
は
、
観
客
の
中
の
な
る
べ
く
若
い
娘
な
ど
を
選
ん
で
売
り
つ
け
、

若
い
娘
た
ち
が
恥
ず
か
し
げ
な
顔
を
す
る
の
を
喜
ぶ
。
現
在
は
特
設
会
場
で

演
じ
ら
れ
る
た
め
、
演
者
は
マ
イ
ク
を
つ
け
て
お
り
、
会
話
の
や
り
取
り
は

会
場
中
に
響
く
。
乞
粒
を
求
め
ら
れ
る
の
は
、
観
客
の
前
列
に
座
っ
て
い
る

人
た
ち
が
対
象
と
な
り
、
観
客
も
そ
れ
を
覚
悟
で
行
く
。
乞
粒
さ
れ
て
何
も

渡
さ
な
か
っ
た
り
す
る
と
「
え
〜
い
　
け
ち
だ
な
あ
。
こ
の
睾
丸
を
買
う
と

い
い
こ
と
が
あ
る
の
に
、
若
い
娘
は
恥
ず
か
し
が
っ
て
…
…
本
当
は
凄
く
欲

し
い
ん
だ
ろ
」
な
ど
と
い
っ
た
言
葉
で
な
じ
ら
れ
る
。
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卑
猥
な
言
葉
を
口
に
す
る
こ
と
で
日
常
生
活
の
鬱
憤
を
晴
ら
す
、
下
層
階

級
の
民
の
様
子
が
伺
え
る
。

朴
寿
斤
氏
か
ら
の
聞
き
取
り
で
は
、
順
序
が
異
な
り
、
破
戒
僧
ノ
リ
が
こ

こ
に
来
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
朴
氏
の
伝
承
に
よ
れ
ば
、
現
在
行
わ
れ
て

い
る
第
四
科
場
と
第
五
科
場
が
こ
こ
で
演
じ
ら
れ
る
の
だ
と
記
憶
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
内
容
は
「
プ
ネ
と
い
う
娼
婦
が
登
場
し
、
会
場
を
一
回
り
し
た
後
、

尿
意
を
も
よ
う
し
小
便
を
す
る
。
そ
の
様
子
を
見
て
い
た
破
戒
僧
が
、
シ
ョ

ウ
ベ
ン
し
た
後
の
土
の
匂
い
を
嗅
ぎ
、
性
的
興
奮
を
覚
え
、
プ
ネ
を
負
ぶ
っ

て
逃
げ
る
。
そ
れ
を
両
班
と
学
者
が
見
て
世
相
を
嘆
く
。
次
の
科
場
で
は
両

班
と
ソ
ン
ビ
（
学
者
）
が
プ
ネ
を
巡
る
三
角
関
係
と
な
り
、
プ
ネ
を
巡
っ
て

争
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
白
丁
が
牛
の
睾
丸
を
売
り
に
登
場
す
る
。（
睾
丸
は
精

力
剤
と
な
る
の
で
）
両
班
と
ソ
ン
ビ
は
争
っ
て
買
お
う
と
し
て
睾
丸
を
引
っ

張
り
合
う
。
白
丁
は
睾
丸
が
裂
け
て
し
ま
う
と
怒
り
、
そ
こ
に
登
場
し
た
ハ

ル
ミ
が
争
い
を
止
め
る
」
と
い
う
も
の
で
、
現
在
そ
れ
ぞ
れ
に
分
け
ら
れ
て

演
じ
ら
れ
て
い
る
科
場
の
要
素
が
、
こ
の
科
場
で
凝
縮
し
て
演
じ
ら
れ
る
と

と
も
に
、
順
序
も
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
朴
氏
の
伝
承
に

よ
れ
ば
、
こ
の
科
場
か
ら
次
の
ハ
ル
ミ
へ
と
繋
が
り
、
現
在
の
第
二
科
場
で

あ
る
白
丁
ノ
リ
つ
づ
い
て
還
子
ノ
リ
（
管
理
が
税
を
徴
収
し
、
中
間
搾
取
す

る
）
へ
と
進
む
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

③
第
三
科
場
　
ハ
ル
ミ
（
婆
さ
ん
ノ
リ
）

ひ
さ
ご
を
腰
に
下
げ
た
婆
さ
ん
が
平
民
階
級
の
老
婆
服
色
の
チ
ョ
ゴ
リ
と

灰
色
の
チ
マ
を
着
て
足
音
を
響
か
せ
な
が
ら
登
場
し
、
機
織
を
し
な
が
ら
一

生
貧
し
く
辛
い
生
活
を
送
る
身
の
上
を
嘆
き
歌
う
。
歌
の
中
に
は
村
の
様
子

も
入
れ
て
歌
わ
れ
る
の
で
、
機
を
織
っ
て
い
る
婆
さ
ん
が
庶
民
の
生
活
の
状

況
を
代
表
し
て
生
活
の
辛
い
様
子
を
嘆
い
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

仮
面
の
顔
前
面
だ
け
に
緑
色
の
斑
点
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
が
特
色
で
、
生

活
に
疲
れ
た
老
婆
を
よ
り
象
徴
的
に
表
現
し
て
い
る
。

④
第
四
科
場
　
プ
ネ
ス
ン
（
破
戒
僧
ノ
リ
）

娼
婦
プ
ネ
が
女
ら
し
く
腰
を
な
よ
な
よ
と
く
ね
ら
せ
て
登
場
し
、
会
場
を

一
回
り
し
た
後
、
尿
意
を
模
様
し
て
小
便
を
す
る
。
そ
れ
を
陰
で
見
て
い
た
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破
戒
僧
が
プ
ネ
の
シ
ョ
ウ
ベ
ン
の
後
の
土
の
匂
い
を
嗅
ぎ
、
大
喜
び
す
る
。

そ
し
て
僧
は
プ
ネ
を
脇
に
抱
え
て
急
い
で
退
場
す
る
。

こ
の
科
場
の
二
人
の
演
者
に
は
ま
っ
た
く
台
詞
が
な
く
、
動
作
の
み
で
表

現
し
て
い
る
。

⑤
第
５
科
場
　
ヤ
ン
バ
ン
・
ソ
ン
ビ
ノ
リ
（
両
班
・
学
者
ノ
リ
）

両
班
と
ソ
ン
ビ
（
学
者
）
が
プ
ネ
を
間
に
お
き
、
お
互
い
の
身
分
や
学
識

の
高
さ
を
自
慢
す
る
。
両
班
は
下
僕
チ
ョ
レ
イ
ン
を
ソ
ン
ビ
は
下
僕
イ
メ
を

従
え
て
お
り
、
下
僕
た
ち
は
両
班
と
ソ
ン
ビ
の
間
を
う
ろ
う
ろ
し
な
が
ら
、

話
に
口
を
挟
む
。
例
え
ば
以
下
の
よ
う
な
会
話
を
行
う
。

ソ
ン
ビ：

私
は
学
識
が
あ
る
の
で
、
四
書
三
経
を
読
ん
だ
ぞ
。

両
班：

う
ん
？
　
四
書
三
経
？
　
私
は
八
書
六
経
を
読
ん
だ
ぞ
。

ソ
ン
ビ：

八
書
六
経
は
ど
ん
な
も
の
で
　
六
経
は
な
ん
だ
？

チ
ョ
レ
イ
ン：

私
も
知
っ
て
い
る
六
経
、
そ
ん
な
こ
と
も
知
ら
な
い
の

で
す
か
。
八
万
大
蔵
経
、
僧
の
パ
レ
経
、
安
売
り
眼
鏡
、
薬
局
の

桔
梗
の
根
、
処
女
、
月
経

イ
メ：

そ
う
だ
　
そ
う
だ
！

両
班：

こ
の
者
た
ち
も
知
っ
て
い
る
六
経
を
、
い
わ
ゆ
る
ソ
ン
ビ
た
ち

は
知
ら
な
い
の
か
？

と
い
っ
た
内
容
で
、
物
を
知
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
下
僕
た
ち
の
話
に
両
班
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が
同
意
し
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
結
局
は
両
班
も
学
者
も
さ
っ
ぱ
り
物

を
知
ら
な
い
こ
と
が
判
明
す
る
と
い
う
会
話
で
あ
る
。
こ
う
し
た
会
話
を
両

班
役
と
学
者
役
に
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
つ
も
威
張
っ
て
い
る
者
達
が
、

実
は
こ
ん
な
程
度
で
あ
る
と
こ
き
下
ろ
す
こ
と
で
、
庶
民
た
ち
は
溜
飲
を
下

げ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
後
、
登
場
人
物
た
ち
は
和
解
し
て
一
緒
に
踊
り
、
楽
し
く
踊
っ
て
い

る
と
こ
ろ
に
イ
メ
が
「
還
財
を
！
」
と
叫
ぶ
。
一
回
目
の
叫
び
で
踊
っ
て
い

た
人
た
ち
は
面
く
ら
い
、
二
回
目
に
叫
ぶ
と
ぶ
る
ぶ
る
震
え
て
怯
え
、
三
回

目
に
叫
ぶ
と
み
ん
な
慌
て
ふ
た
め
い
て
逃
げ
る
。
イ
メ
も
そ
れ
を
追
っ
て
退

場
し
、
会
場
は
無
人
と
な
り
、
仮
面
劇
は
終
わ
る
。
正
式
に
は
こ
の
後
、
祭

に
関
わ
っ
た
人
々
や
村
人
も
一
緒
に
裏
山
の
洞
舎
に
戻
り
、
陽
の
あ
る
う
ち

は
農
楽
な
ど
で
楽
し
く
遊
ぶ
が
、
日
が
落
ち
て
暗
く
な
る
と
村
人
を
帰
し
、

演
者
た
ち
も
使
用
し
た
仮
面
を
管
理
役
に
返
し
、
関
係
者
数
人
と
両
班
役
、

閣
氏
役
だ
け
を
残
し
て
帰
宅
す
る
。
両
班
と
閣
氏
の
婚
礼
・
初
夜
が
行
わ
れ
、

堂
祭
を
行
っ
て
神
送
り
を
し
、
ク
ッ
が
全
て
終
わ
る
。

観
光
用
に
は
第
五
科
場
ま
で
演
じ
ら
れ
、
第
五
科
場
終
了
後
無
人
と
な
っ

た
舞
台
に
登
場
人
物
・
農
楽
隊
全
員
が
再
び
登
場
し
、
観
客
に
挨
拶
す
る
カ

ー
テ
ン
コ
ー
ル
で
終
了
と
な
る
。

４
　
ま
と
め
に
か
え
て

以
上
、
見
て
き
た
よ
う
に
、
仮
面
劇
は
非
常
に
演
劇
性
の
高
い
も
の
で
あ

る
が
、
河
回
村
の
仮
面
劇
に
お
け
る
演
者
た
ち
の
意
識
は
、
か
つ
て
は
神
意

に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
も
の
で
あ
り
、
断
る
と
神
罰
が
下
る
と
い
う
意
識
が
強

か
っ
た
。
仮
面
に
神
を
見
て
い
る
と
い
う
よ
り
、
神
を
楽
し
ま
せ
る
た
め
に

演
じ
る
の
だ
と
い
う
意
識
が
あ
り
、
そ
の
へ
ん
は
新
野
の
雪
祭
り
の
演
者
た

ち
が
神
そ
の
も
の
に
な
る
と
い
う
意
識
が
強
か
っ
た
点
と
異
な
る
。
た
だ
、

閣
氏
は
土
を
踏
ま
な
い
、
人
間
と
同
じ
位
置
に
立
た
な
い
と
い
っ
た
演
じ
方

を
見
る
と
神
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
識
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
て
い
る
と

見
る
こ
と
も
で
き
る
。
別
神
ク
ッ
の
行
わ
れ
方
や
、
仮
面
劇
の
最
後
に
両
班

と
閣
氏
の
婚
礼
・
初
夜
の
儀
礼
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
仮

面
劇
も
祭
祀
の
一
端
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
推
測

で
き
る
。
婚
礼
と
初
夜
に
は
、
豊
穣
を
祈
る
た
め
の
予
祝
的
な
意
味
合
い
が

あ
っ
た
こ
と
は
明
確
で
あ
る
。
単
純
に
日
本
の
祭
り
と
比
較
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
が
、
長
野
県
下
伊
那
郡
阿
南
町
新
野
の
雪
祭
り
の
執
行
目
的
と
同
義

の
要
素
が
見
ら
れ
る
ほ
か
、
仮
面
を
つ
け
て
演
じ
る
人
々
に
神
意
を
見
て
い

る
こ
と
も
共
通
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

日
帝
時
代
の
中
で
、
祭
の
あ
り
方
も
日
本
の
意
志
に
よ
っ
て
村
人
の
こ
の

ま
ざ
る
方
向
に
流
さ
れ
、
伝
承
が
途
絶
え
そ
う
に
な
っ
た
時
代
を
経
て
い
る

た
め
に
、
伝
承
者
の
記
憶
も
あ
い
ま
い
と
な
り
、
現
在
行
わ
れ
て
い
る
も
の

が
元
来
の
姿
で
演
じ
ら
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、

そ
れ
で
も
な
お
村
の
人
々
は
何
と
か
復
元
し
て
後
世
に
伝
え
よ
う
と
い
う
意

識
の
元
に
祭
り
は
継
承
さ
れ
て
い
る
。
河
回
の
仮
面
劇
を
見
る
と
死
後
い
い

所
に
行
け
る
と
い
っ
た
伝
承
か
ら
し
て
も
、
単
な
る
楽
し
み
と
し
て
演
じ
ら
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れ
て
い
た
の
で
は
な
い
こ
と
が
充
分
理
解
で
き
る
。
演
じ
る
も
の
も
、
そ
れ

を
見
る
も
の
も
、
神
意
に
逆
ら
う
こ
と
に
よ
っ
て
起
き
る
災
厄
に
対
す
る
恐

れ
は
勿
論
だ
が
、
人
々
の
長
い
人
生
の
中
に
お
け
る
仮
面
劇
を
演
じ
た
り
見

た
り
す
る
こ
と
の
意
味
や
、
意
識
の
中
に
お
け
る
仮
面
劇
の
位
置
づ
け
と
い

っ
た
も
の
を
、
も
う
少
し
調
査
分
析
し
て
み
る
必
要
性
を
強
く
感
じ
る
。

た
だ
、
観
光
客
用
に
「
見
せ
る
」
た
め
に
演
じ
る
期
間
が
長
く
な
っ
て
い

る
た
め
、
演
者
た
ち
は
客
に
喜
ん
で
も
ら
う
た
め
の
工
夫
も
し
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
、
特
に
台
詞
の
内
容
は
い
つ
の
時
代
の
も
の
を
伝
承

し
て
い
る
の
か
が
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
現
在
、
村
は
表
向
き
身
分
の

差
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
元
両
班
も
庶
民
も
元
下
層
民
も
祭
り
を
ど
の

よ
う
に
見
て
、
受
け
止
め
て
い
る
の
か
は
、
現
代
社
会
の
中
で
の
階
層
意
識

を
考
え
る
上
で
改
め
て
分
析
を
し
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
人
々
が
芸
人
の

芸
に
近
い
も
の
、
と
し
て
割
り
切
っ
て
い
る
の
な
ら
と
も
か
く
で
あ
る
が
。

も
と
も
と
は
祭
り
の
一
つ
の
過
程
の
中
で
、
神
遊
び
の
た
め
に
演
じ
ら
れ
て

い
た
素
朴
な
民
俗
芸
能
で
あ
っ
た
仮
面
劇
は
、
韓
国
の
方
が
よ
り
洗
練
さ
れ

た
「
見
せ
る
た
め
」
の
芸
能
化
が
進
ん
で
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

安
東
市
で
は
国
際
仮
面
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
な
ど
も
行
わ
れ
て
お
り
、
河
回

村
の
仮
面
劇
も
そ
う
し
た
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
に
も
参
加
し
て
い
る
の
で
、
今

後
の
更
な
る
演
劇
化
も
予
測
さ
れ
る
。
観
光
化
が
進
む
河
回
村
の
社
会
的
な

変
化
が
、
こ
の
仮
面
劇
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
か
も
継
続
的
に
見
続

け
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
新
野
の
雪
祭
り
に
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
、
日

韓
の
古
い
祭
り
と
言
わ
れ
て
い
る
二
つ
の
祭
り
に
お
け
る
仮
面
を
用
い
た
神

事
・
劇
（
戯
）
の
今
後
に
興
味
は
尽
き
な
い
。

﹇
追
記
﹈
本
稿
は
倉
石
美
都
「
韓
国
仮
面
戯
に
み
る
円
の
象
徴
性
」（
日
本
大
学
大
学
院

芸
術
学
研
究
科
修
士
論
文
二
〇
〇
四
年
）
の
助
け
を
借
り
た
。
ま
た
、
写
真
は
二
〇

〇
七
年
河
回
村
を
訪
れ
た
折
に
撮
影
し
た
も
の
を
基
本
と
し
た
が
、
仮
面
劇
に
つ
い

て
は
よ
り
場
面
が
分
か
る
よ
う
安
東
市
Ｈ
Ｐ
他
を
お
借
り
し
、
各
写
真
に
ア
ド
レ
ス

を
記
載
し
た
。
記
し
て
お
礼
申
し
上
げ
る
。

参
考
文
献

完
訳
『
三
国
遺
事
』
一
然
著
　
金
思

訳
　
明
石
書
店
　
一
九
九
七
年
十
一
月

金
宅
圭
『
日
韓
民
俗
文
化
比
較
論
』
九
州
大
学
出
版
会
　
二
〇
〇
〇
年
五
月

三
品
彰
英
『
新
羅
花
郎
の
研
究
』
三
品
彰
英
論
文
集
第
六
巻
　
平
凡
社
　
一
九
七
四
年
七

月

田
耕
旭
『
韓
国
仮
面
劇
』
野
村
伸
一
監
訳
　
李
美
江
訳
　
法
政
大
学
出
版
局
　
二
〇
〇
四

年
十
月

李
杜
鉉
『
韓
国
仮
面
劇
』

大
学
校
出
版
局
　
一
九
九
四
年
七
月

注（
１
）
田
耕
旭
『
韓
国
仮
面
劇
　
そ
の
歴
史
と
原
理
』（
野
村
伸
一
監
訳
　
李
美
江
訳
　
法

政
大
学
出
版
局
　
二
〇
〇
四
年
十
月
）
の
仮
面
劇
の
歴
史
中
の
整
理
に
よ
れ
ば
、
李

杜
鉉
は
そ
の
起
源
を
山
台
都
監
劇
系
統
と
城
隍
祭
タ
ル
ノ
リ
が
起
源
と
い
い
（『
韓
国

の
仮
面
劇
』
一
志
社
『
韓
国
仮
面
劇
』
ソ
ウ
ル
大
学
校
出
版
部
　
一
九
九
四
年
）、

趙
東
一
は
（
農
楽
隊
が
主
導
し
た
豊
農
ク
ッ
起
源
説
『
タ
ル
チ
ュ
ム
の
歴
史
と
原
理
』

弘
盛
社
　
一
九
七
九
年
な
ど
に
よ
る
）
を
主
張
し
て
お
り
、
こ
の
二
人
の
説
が
現
在

の
学
界
に
お
け
る
最
新
の
研
究
成
果
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
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（
２
）
近
年
上
演
さ
れ
て
話
題
に
な
っ
た
『
王
の
男
』
な
ど
は
、
暴
君
と
し
て
名
高
い
燕

王
時
代
の
芸
人
の
様
子
が
描
か
れ
興
味
深
い
。
両
班
な
ど
に
招
か
れ
て
、
綱
渡
り
な

ど
の
芸
を
披
露
す
る
が
、
た
だ
綱
渡
り
を
す
る
だ
け
で
な
く
両
班
や
王
の
ス
キ
ャ
ン

ダ
ル
な
ど
を
話
題
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
庶
民
の
溜
飲
を
下
げ
る
。
最
初
の
綱
渡

り
芸
の
場
面
の
会
話
も
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

開
城
最
高
の
妓
生
ミ
ヒ
ャ
ン
を
物
に
し
よ
う
と
す
る
両
班
を
演
じ
る
男
性
役
（
以

下
　
男
）
と
妓
生
ミ
ヒ
ャ
ン
（
以
下
　
女
　
た
だ
し
、
演
じ
て
い
る
の
は
勿
論
男
で

あ
る
）
役
の
会
話
で
あ
る
。
尚
、
会
話
は
字
幕
内
容
に
従
っ
た
。

綱
の
上
に
い
る
女
に
向
か
い
、
男
が
女
を
も
の
に
し
よ
う
と
声
を
か
け
る
。
女
は

自
分
の
い
る
と
こ
ろ
ま
で
来
る
よ
う
に
誘
い
掛
け
、
男
が
綱
を
登
っ
て
両
班
ら
し
く

威
張
っ
て
扇
を
か
ざ
し
て
ゆ
っ
た
り
と
歩
い
て
い
く
そ
の
す
き
に
、
女
は
綱
か
ら
下

り
、
下
か
ら
綱
の
上
の
男
に
声
を
か
け
る
。

女：

な
ん
て
お
ば
か
な
の
。
こ
こ
を
ど
こ
だ
と
思
っ
て
い
る
の
よ
。

男：

こ
こ
は
俺
の
家
だ
。
お
れ
は
こ
こ
の
主
だ
（
両
班
だ
）。

め
ん
玉
ひ
ん
む
い
て
よ
く
見
て
い
ろ
。
主
ら
し
い
歩
き
方
を
し
て
や
る
か
ら
。

女：

あ
の
面
構
え
じ
ゃ
　
ど
う
せ
下
衆
な
野
郎
ね
。
礼
服
も
ど
こ
か
で
く
す
ね
て

き
た
ん
で
し
ょ
う
。（
男
の
ゆ
っ
く
り
し
た
歩
き
方
を
見
て
）
金
玉
袋
が
の
び
き

っ
た
よ
う
な
歩
き
方
。
気
が
短
い
人
は
た
ま
っ
た
も
ん
じ
ゃ
な
い
わ
ね
。

男：

あ
ー
ゆ
っ
く
り
し
て
い
る
間
に
糞
が
出
て
し
ま
い
そ
う
だ
…
…
（
会
話
の
流

れ
と
何
の
関
係
も
な
い
が
こ
う
し
た
ク
ソ
だ
の
シ
ョ
ウ
ベ
ン
だ
の
と
い
う
言
葉

が
、
出
て
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
両
班
の
品
格
を
落
と
す
効
果
を
狙
っ
て
い
る
）

今
度
は
あ
の
女
の
よ
そ
の
亭
主
と
の
ナ
ニ
が
ば
れ
て
、
あ
た
ふ
た
と
逃
げ
る
様

子
を
見
せ
て
や
る
か
ら
よ
く
み
て
い
ろ
。

さ
ら
に
会
話
は
卑
猥
に
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
、
最
後
に
小
便
が
し
た
く
な
っ
た
と
い

う
男
に
対
し
て
、
女
は
「
ど
う
せ
な
ら
合
体
し
ま
し
ょ
う
よ
」、
と
誘
い
か
け
る
。
こ

う
し
た
会
話
を
し
な
が
ら
の
芸
を
、
芸
人
を
招
い
た
両
班
は
屋
内
で
、
庶
民
は
門
の

内
に
入
っ
て
立
ち
見
を
し
て
い
る
。

芸
を
演
じ
る
芸
人
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
に
仮
面
を
つ
け
て
い
る
が
、
仮
面
は
手
作
り

の
よ
う
な
ご
く
素
朴
な
面
で
あ
る
。
が
、
芸
人
た
ち
は
稼
ぎ
が
終
わ
る
と
面
を
壁
な

ど
に
か
け
て
大
切
に
扱
っ
て
い
る
。
こ
の
映
画
が
、
ど
の
程
度
の
時
代
考
証
が
さ
れ

て
い
る
か
不
明
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
劇
中
劇
部
分
の
仮
面
劇
に
お
い
て
は
、
民

俗
芸
能
等
の
研
究
成
果
は
踏
ま
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
３
）
成
　
炳
禧
「
河
回
村
別
神
仮
面
劇
（
原
題
＝
河
回
村

）」『
仮
面
劇
歳

時
風
俗
産
育
』
民
俗
学
会
編
　
一
九
九
〇
年
五
月
　
教
文
社
　

な
お
、
原
題
の

は
正
式
に
約
せ
ば
仮
面
遊
び
と
な
る
だ
ろ
う
が
、
仮
面
劇
で

統
一
し
た
。

（
４
）
慶
尚
北
道
（
キ
ョ
ン
サ
ン
プ
ク
ド
）
安
東
市
（
ア
ン
ド
ン
シ
）
豊
川
面
（
プ
ン
チ

ョ
ン
ミ
ョ
ン
）
河
回
里
（
ハ
フ
ェ
リ
）
＝

（
５
）
安
東
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
中
の
河
回
村
の
紹
介
記
事
な
ど
に
は
、「
一
九
九
九
年
に

イ
ギ
リ
ス
の
エ
リ
ザ
ベ
ス
女
王
が
来
訪
し
た
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
韓
国
人
の
目
に
は
、

ど
こ
に
で
も
あ
る
田
舎
町
と
し
か
映
ら
な
か
っ
た
こ
の
場
所
が
、「
韓
国
の
伝
統
が
息

づ
く
村
」
と
世
界
の
人
々
か
ら
も
注
目
を
浴
び
る
よ
う
に
な
」
っ
た
こ
と
が
紹
介
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
韓
国
旅
行
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
は
「
三
百
年
か
ら
五
百
年
前
の
韓

国
式
の
伝
統
家
屋
が
立
ち
並
び
、
現
在
で
も
人
々
が
昔
の
ま
ま
に
暮
ら
す
村
。
湖
畔

の
美
し
い
風
景
が
広
が
り
、
そ
の
周
辺
景
観
の
素
晴
ら
し
さ
」
と
い
う
紹
介
も
さ
れ
、

あ
わ
せ
て
韓
流
ブ
ー
ム
の
影
響
で
、
ド
ラ
マ
出
演
や
カ
ー
レ
ー
ス
な
ど
で
活
躍
し
て

い
る
リ
ュ
ウ
　
シ
オ
ン
が
両
班
柳
氏
の
宗
家
の
末
裔
で
あ
る
こ
と
も
こ
の
村
を
有
名

に
し
て
い
る
。

（
６
）
神
木
は
テ
ッ
チ
ェ
峠
の
カ
エ
デ
の
木
を
伐
っ
て
く
る
。

（
７
）
倉
石
美
都
が
二
〇
〇
四
年
か
ら
二
〇
〇
五
年
に
か
け
て
修
士
論
文
作
成
の
た
め
の
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調
査
を
行
っ
た
折
の
資
料
の
助
け
を
借
り
た
。

（
８
）
李
杜
鉉
『
韓
国
仮
面
劇
』
ソ
ウ
ル
大
学
出
版
部

一
九
九
四
年
七
月
に
よ
る
。

（
９
）
イ
メ
の
仮
面
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
伝

説
が
あ
る
。

許
道
令
は
夢
で
仮
面
を
作
る
よ
う
神
の
お
告
げ

を
聞
い
た
。
そ
し
て
作
業
場
に
他
の
人
を
入
れ
ず
、

毎
日
沐
浴
斎
戒
し
て
全
身
全
力
を
注
ぎ
、
仮
面
を

製
作
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
許
道
令
を
思
慕
し
て

い
る
処
女
（
じ
つ
は
城
隍
神
で
あ
る
と
も
い
わ
れ

る
）
が
、
そ
の
恋
情
を
抑
え
き
れ
ず
に
許
道
令
を

訪
ね
、
作
業
場
を
覗
き
見
す
る
。
許
道
令
は
そ
の

覗
い
て
い
る
処
女
を
見
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
禁

断
の
仕
事
場
で
あ
る
そ
の
場
で
吐
血
し
て
急
死
し

て
し
ま
う
。
こ
の
と
き
作
成
し
て
い
た
の
が
、
最

後
の
仮
面
「
イ
メ
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
イ

メ
の
仮
面
は
未
完
成
の
ま
ま
で
、
だ
か
ら
顎
が
な

い
と
言
わ
れ
て
い
る
。
人
々
は
急
死
し
た
許
道
令

の
霊
を
慰
め
る
た
め
に
城
隍
堂
近
く
に
壇
を
設
け

て
、
祭
り
を
行
う
の
だ
と
い
う
。

な
お
、
李
杜
鉉
『
韓
国
仮
面
劇
』
に
よ
れ
ば
、

「
仮
面
製
作
者
に
ま
つ
わ
る
伝
説
は
許
道
令
と
い

う
名
前
と
安
道
令
と
い
う
名
前
が
伝
え
ら
れ
て
い

る
が
、
許
道
令
説
に
識
者
層
の
指
示
が
多
い
」
と

記
述
さ
れ
て
い
る
。
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