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〇
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女性 の旅を禁 じる儒教文化(申)

は
じ
め
に

儒

教

的

世

界

に

お

け

る

旅

を

表

す

表

現

が

『
論

語

』

の
最

初

に

登

場

し

て

い

る

。

『
論

語

』

の
学

而

第

一
に

「
子

日
、

學

而

時

習

之

、

不
亦

読

乎

。

有

朋

自

遠

方

來

、

不

亦

樂

乎

。

人

不

知

而

不

慍

、

不
亦

君

子

乎

。
」

と

い
う

一
句

が

あ

る

。

そ

の
中

に

「有

朋

自

遠

方

來

、

不
亦

樂

乎

」

部

分

が

今

か

ら

二

五

〇

〇

年

前

に

あ

る

特

定

階

級

の

男

性

た

ち

の

旅

を

象

徴

し

て

い

た

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

一
方

、

漢

字

で

は

書

け

な

い

旅

行

を

表

す

純

粋

な

ハ
ン

グ

ル

の

言

葉

が

あ

る
。
「
コ丁
石

(内
ロ
ξ

o
昌
αq
)
」
と

い
う

言

葉

で
あ

る
。
「
子

石

(昏

ξ

o
ロ
σQ
)
」

は
、

曽

く
一ω騨
や

。。
お
窪
。。o
o
言
oq
の

意

味

を

持

ち

、

、
見
物

」

「
物

見

」

「
観

覧

」

「観

光

」
、

動

詞

と

し

て

「見

る

」

と

い
う

こ

と

で
あ

る
。

い

つ
か

ら

韓

国

で

漢

字

表

記

の
旅

行

と

い

う

言

葉

が

用

い
ら

れ

る

よ

う

に

な

っ
た

の

か

は

分

か

ら
な
い
。
し
か
し
、
昔
か
ら
旅
を
意
味
す
る

「子
石

(内
=菖
8

αq)
」
が
韓
国

で
は

一
般
的
に
使
わ
れ
て
い
た
。

今
日
の
韓
国
も
経
済
発
展
に
伴
い
個
人

の
所
得
が
増
加
し
て
お
り
、
人
々

は
休
み
が
取
れ
る
度
に
山
や
川
や
海

へ
と
出
か
け
て
行
く
の
で
あ
る
。
何
か

を
見
て
、
体
験

し
て
帰

っ
て
く
る
様
々
な
形

の
旅
行
を
す
る
よ
う
に
な

っ
た

の
で
あ
る
。
ま
し
て
や
、

一
九
八
九
年
以
降

「海
外
旅
行
自
由
化
」
も
手
伝

っ
て
海
外

へ
出
掛
け
る
人

々
が
年

々
増
え
て
い
る
。
今

で
は
老
若
男
女
を
区

別
す
る
こ
と
な
く
、
長
期

の
休
み
を
利
用
し
、
国
内
外

へ
出
か
け
る
旅
行
が

家
庭
の
恒
例
行
事
と
な

っ
て
い
る
人
さ
え
も
い
る
。

し
か
し
、
今
か
ら
百
年
前

の
韓
国

の
人

々
は
ど
の
よ
う
な
旅
を
し
て
い
た

の
だ
ろ
う
か
。
ど
う
考
え
て
も
当
時

の
人
々
に
と

っ
て
旅
行
は
決
し
て
た
や

す

い
も

の
で
は
な
か

っ
た
と
い
え
る
。
あ
る
特
殊
職
業
や
特
権
階
級

の
身
分

の
人
で
な
け
れ
ば
自
由
に
旅
す
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た

の
で
あ
る
。
特
に
、
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女
性
の
旅
は
ま
れ
な
も

の
で
あ

っ
た
。
儒
教
文
化

の
中
に
い
る

一
般
の
女
性

が
家
を
離
れ
、
外
に
出
る
こ
と
さ
え
様

々
な
制
限
が
働
い
て
い
た
時
代
だ

っ

た
の
で
あ
る
。

昔
か
ら
朝
鮮

で
の
最
高
の
旅
は
、
金
剛
山

一
万
二
千
峰
を
見
回
り
、
「長

安
寺
」
や

「表
訓
寺
」
で
宿
泊
し
、
東

海
で
日
の
出
を
見
る
こ
と
で
あ

っ
た
。

そ

の
旅
を
実
現
し
て
い
た
の
は
、
両

班
と
い
う
特
権
階
級

の
男
性
が
中
心
で

あ
り
、
女
性
が
旅
を
す
る
な
ん
て
言

語
道
断
、
も

つ
て
の
ほ
か
で
あ

っ
た
。

そ

の
結
果
、
朝
鮮
時
代
を
通
じ
て
旅

文
化
を
考
え
る
と
、
朝
鮮

の
旅
文
化
に

女
性

の
姿
が
欠
如
し
て
い
る
側
面
が

見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、

朝
鮮
時
代

の
旅
文
化
に
女
性
た
ち
が

欠
如
し
て
い
る
原
因
と
自
由
な
旅
人
た

ち
を
取
り
上
げ
な
が
ら
朝
鮮

の
旅
の
話

を
進
め
て
み
た
い
。

一
、
『
旅
』
記
録
文

で
見
る
旅
行

の
形
態

ま
ず
、
旅
行
記
や
紀
行
文
を
見
る
と
、
朝
鮮

の
人

々
が
ど
の
よ
う
な
旅
行

体
験
を
し
て
い
た
か
が
窺
え
る
。
旅

行
を
素
材
と
し
た
記
録
に
は

「国
内
旅

行
」
と

「海
外
旅
行
」
に
関
す
る
記

録
文
が
あ
る
。
朝
鮮
時
代

の
海
外
旅
行

と

い
え
ば
、
主
に
中
国
と
日
本
と
の
外
交
関
係
に
よ
る
官
吏
た
ち
の
旅
行
で

あ
り
、
国
内

の
旅
行
に
お
い
て
も
仕
事
が
伴

っ
た
旅
が
多
く
を
占
め
て
い
た

と

い
え
る
。
む
ろ
ん
、
純
粋
な
旅
を

目
的
と
す
る
個
人

の
旅
行
や
旅

の
記
録

が
な
か

っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
今

日
に
お
い
て
も
国
内

の
紀
行
文
は
、
海

外

の
紀
行
文
よ
り
も
そ
の
認
知
度
が
低
い
た
め
、
多
く

の
人
が
知
る
個
人
の

旅

の
記
録
は
数
が
少
な
い
、。

朝
鮮
前
期
に
於
い
て
外
国
体
験
記
及
び
報
告
書
に
は
、
中
国
の
明
国
を
旅

し
、
記
録
し
た

「朝
天
録
」

「朝
天
日
記
」

「赴
京
日
記
」
と
呼
ば
れ
る
四
〇

余
種
が
あ
る
。
明
の
崩
壊
後
、
清
国
を
中
心
と
す
る

「燕
行
録
」
「燕
行
日
記
」

「燕
行
記
事
」

「西
行
日
記
」
と
呼
ば
れ
る
旅
行
記
録
が
、

一
〇
〇
余
種
が
現

存
し
て
い
る
。

日
本

へ
の
旅
行
記
録
は
、

一
四
二
八
年
か
ら
始
ま
る
通
信
士
に
よ
る
二
〇

余
種
類
が
あ
る
。

「朝
鮮
通
信
士
」
は
、

一
六
〇
七
年
か
ら

一
八

一
一
年
ま
で

一
二
回
に
渡

っ
て
目
本

へ
派
遣
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
旅
程
は
、、
ソ
ウ
ル
を
出

発
し
、
江
戸
に
行
き
帰
国
す
る
ま
で
三

ヶ
月
以
上

の
長

い
旅
で
あ

っ
た
。
派

遣
さ
れ
る
通
信
士
の
人
員
は
、
四
〇
〇
～
五
〇
〇
名
と
な

る
大
規
模
な
外
交

を
目
的
と
す
る
視
察
団
で
あ

っ
た
。
視
察
を
終
え
、
帰
国
後
日
本
で
経
験
し

た
様

々
な
こ
と
を
旅
日
記
や
報
告
書
な
ど
と
い
う
形
態
で
残
し
て
い
る
、
。
豊

臣
秀
吉

の
朝
鮮
出
兵
以
後
断
絶

し
て
い
た
国
交
が
、

一
六
〇
九
年
正
常
化
す

る
よ
う
に
な

っ
て
再
び
通
信
士
が
日
本
に
派
遣
さ
れ
た
。
戦
争
を
終
え
た
彼

ら

の
日
本
に
対
す
る
認
識
は
、
非
常
に
排
他
的
な
も
の
が
多
く
、
紀
行
文
と

し
て
も
記
録
さ
れ
て
い
た
。
儒
教
立
国
の
立
場
か
ら
感
情
的

・
文
化
的
先
入

観
が
働

い
て
お
り
、
率
直
な
気
持
ち
は
抑
圧
さ
れ
て
書
か
れ
て
い
た
と
言
え

る
。
日
本
に
対
す
る
客
観
的
な
内
容
は
か
な
り
朝
鮮
後
期
に
な
る
ま

で
少
な

か

っ
た
。
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女性の旅 を禁 じる儒教文化(申)

彼
ら
が
書
き
残
し
た
作
品
と
し
て

『
日
本
日
記
』
『
東
槎
日
記
』
『
海
槎
日

記
』
『
海
遊
録
』
『
東
槎
録
』
な
ど
が
あ

る
。
彼
ら
は
訪
問
す
る
所
所
で
書
画

.

詩
文
な
ど

の
多
く

の
作
品
を
残
し
て
お
り
、
華
や
か
な
行
列
図
も
屏
風

・
図

鑑

・
版
画
な
ど
の
形
態
で
も
伝
わ

っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
見
る
と
、
日
本
に

渡

っ
て
い
た
通
信
士
た
ち
の
公
式
的

な
名
目
と
は
異
な
る
、
旅
と
い
う
旅
情

や
旅
を
通
じ
て
経
験
し
た
経
験
談
な

ど
を
数
多
く
見
る
こ
と
が

で
き
る
。
し

か
し
、
こ
れ
ら

の
海
外
旅
行
記
録
に
女
性
が
同
行

し
て
い
た
と
い
う
記
録
は

見
た
こ
と
が
な

い
。

二
、
国
内
旅
客

の
宿
泊
施
設

1

官
用
宿
泊
施
設

朝
鮮
時

代
を
代
表
す

る
宿
泊
施

設
は
、
官
用
的
な
性
格
を
持

つ
、

「駅

(cq「
)
」
「站

(舛
ロ
)
」
「館

(晝
)
」

「店

(相
)
」
「院

(組
)
」
な
ど
と
、
完

全
に
民
間
の
個
人
が
経
営
す
る

「酒
幕

(ス丁
叫
)
」
と

「客
舎

(刈
杆
)
」
な

ど
が
あ

っ
た
。
「駅

(。司
「)
」
は
、
官

吏
及
び
外
国
の
使
臣

(中
国

・
日
本
)

が
宿
泊
す
る
所
で
あ

っ
た
。
駅
は
駅

馬
供
給
を
優
先
す
る
と
こ
ろ
と
し
て
、

一
般
的
に
三
〇
里
ご
と
に
設
置
さ
れ

て
い
た
施
設
で
あ

っ
た
。
そ
の
他
に
、
「站

(君
)」
は
、
官
吏
及
び
外
国
の
使
臣

(中
国

・
日
本
)
が
公
務
上
宿
泊
す
る

施
設
で
あ
り
、
文
書
や
官
需
物
資
の
運
搬
が
主
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
馬
を
乗

り
換
え
る
処
と
し
て
、
文
書

の
俊
足
な
送
達
が
強
調
さ
れ
た
通
信
網

の

一
つ

で
あ

っ
た
。
「駅

・
站
」
は
国
家

の
命
令
や
公
文
書
の
伝
達
、
使
臣
往
来
に
よ

る
迎
送
と
接
待
な
ど

の
た
め

の
設
置
さ
れ
た
交
通
通
信
機
関
、
郵
駅
と
も
い

う
も
の
で
あ
る
。

「館

(垂
)
」
は
、
外
国
の
使
臣
の
よ
う
な
比
重
の
重
い
旅

客
が
止
ま
る
宿
泊
施
設
で
あ
り
、
「太
平
館
」
と

「東
平
館
」
が
あ

っ
た
。
「太

平
館
」
に
は
中
国
か
ら

の
使
臣
が
泊
ま
り
、
「東
平
館
」
に
は
日
本
か
ら
の
使

臣
が
宿
泊
す
る
施
設
で
あ

っ
た
。

宿
泊
施
設

の
中
、
朝
鮮
前
期
に
旅
行
者
に
食
事
と
宿
泊
す
る
こ
と
が
出
来

る
休
憩
所
を

「院
」
、と
呼
ん
で
い
た
。

一
五
世
紀
、
全
国
に
あ
る

「院
」

の

数
を
見
る
と
、

一
、
二
〇
〇
箇
所
と
も
,
、

=
二
、
〇

一
〇
箇
所
と
も
い
わ
れ

る

「院
」
が
あ

っ
た
。
し
か
し
、
朝
鮮
時
代

の

「院
」
の
運
営
者
は
、
地
方

官
吏
や
寺
の
僧
侶
を
指
定
し
て
お
り
、
修
理
の
費
用
も
寺
が
支
出
し
て
い
た

と
い
わ
れ
て
い
る
。
朝
鮮
時
代

の
仏
教
は
、
廃
仏
政
策
に
よ
り
、
政
治
的
に

抑
圧
さ
れ
て
お
り
、
寺
院
施
設
は
次
第
に

一
般
旅
行
者

の
た
め
の
宿
泊
施
設

に
変
わ

っ
て
い
た
。
壬
辰
倭
乱
以
後
は
、
「院
」
制
度
が
衰
退
し
、
酒
店
や
酒

幕
が

一
般
的
な
宿
泊
施
設
と
し
て
浮
上
す
る
こ
と
と
な

っ
た
。
「院
」
と

「駅
」

は
、
高
麗
時
代
か
ら
発
達
し
た
旅
行
便
宜
施
設
で
あ
り
、
今
日
に
お
い
て
も

韓
国
に
は
、
「○
○
院
」
と
い
う
地
名
が
多
く
残

っ
て
い
る
。

こ
れ
ら

の
宿
泊
施
設

の
設
置

の
動
機
は
、
す
べ
て
が
国
家

の
行
政
便
宜

の

次
元
か
ら
の
も
の
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。
主
に
、
公
的
業
務

の
た
め
の
旅
館

で
あ

っ
た
と

い
う
が
、
時
に
は
民
間
人
も
宿
泊
し
て
い
た
と

い
わ
れ
る
。
し

か
し
、
そ
こ
に
宿
泊
し
て
い
た
旅
客
の
ほ
と
ん
ど
は
男
性
で
、
そ
れ
も
両
班
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図1金 弘道作(1745～?)「 酒幕」(中央博物館所蔵)

 

で
あ

っ
た
に
違

い
な

い
。
そ
う
考
え
る
と
、
公

の
宿
泊
施
設
で
あ

っ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
泊
る
女
性
は

い
な
か

っ
た
と
言
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、

人
と
の
交
流
す
な
わ
ち
旅
行
を
必
要
と
す
る
私
用
の
旅
や
仕
事
と
し
て
の
旅

そ
の
も
の
も
多
く
な
か

っ
た
時
代
で
あ

っ
た
。
そ
の
た
め
、
少
数
の
旅
行
者

た
ち
の
た
め
の
宿
所
も
あ
ま
り
な
か

っ
た
。
旅
人
は
劈
宿
を
す
る
か
、
農
家

な
ど
で
留
宿
を
し
た
と
見
ら
れ
る
。

2

大

衆

の
宿

泊

施

設

「
酒
幕

(ス
丁
叫

)
」

宿

泊

と

い
う

側

面

か

ら

見

て

、

「
客

舎

」

と

「
酒

幕

」

は

、

同

じ

く

民

間

経

営

の
性

格

と

し

て

理

解

さ

れ

る

が

、

内

容

の
面

に

お

い

て

は

少

し

異

な

る

も

の

で

あ

っ
た

。

「客

舎

」

の

「客

主

家

」

,
、

「
旅

閣

」

,
と

い

う

施

設

は

、

一
般
の
旅
行
者
よ
り
は
行
商
人
を
対
象
と
し
て
い
た
宿
泊
営
業
所
で
あ

っ
た
。

一
方
、
「酒
幕
」
は
も

っ
と
も
庶
民
的
で
、
大
衆
的
な
宿
泊
施
設
の
性
格
を
お

び
て
い
る
も
の
で
あ

っ
た
、。
主
に

「酒
幕
」
で
は
、
お
酒
と
ご
飯
を
売
り
な

が
ら
、
旅
人
を
留
宿
さ
せ
て
い
た
。
個
人
営
業
の

「酒
幕
」
は
、
「酒
肆

(ス丁

杆
)
」
「酒
家

(スT
升
)
」
「酒
舗

(ス工
玉
)
」
と
も
呼
ば
れ
、
現
代
的
な
意
味

か
ら
み
る
と
居
酒
屋
と
食
堂
と
旅
館
を
兼
ね
た
所
で
あ

っ
た
9
。
(図
1
参
照
)

「酒
幕
」
は
古
く
か
ら

の
も
の
と
し
て
推
測
さ
れ
る
が
、
私
商

の
活
動
が

比
較
的
自
由
に
な
る
に
伴
い
都
市
に
お
い
て
は

「客
主
」
、
田
舎
で
は

「酒
幕
」

が
旅
宿
の
業
務
を
担
当
し
て
い
た
。
一
七
世
紀
後
半
か
ら
登
場
し
た
私
商
は
、

一
九
世
紀
初
か
ら
京
郷
各
地
で
自
由
商
人
と
し
て
台
頭
し
た
。
地
方

で
市
場

が
活
発
に
な
る
に

つ
れ
、
人
々
の
往
来
が
田
舎

で
も
頻
繁
に
な
り
、
食
事
や

宿
泊
す
る
場
所
を
提
供
す
る

「酒
幕
」
が
現
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
当
時

の

「酒
幕
」
は
村
落
、

一
・
二
里
に

一
箇
所
以
上
あ
り
、
定
期
市
が
開
か
れ
る

と
こ
ろ
や
駅
が
あ
る
と
こ
ろ
に
主
に
存
在
し
て
い
た
。

い
か
に
寂
れ
た
田
舎

で
あ

っ
て
も

「酒
幕
」
が
な

い
と
こ
ろ
は
な
か

っ
た
。
そ
う
い
う
場
所
で
は

「酒
幕
」
が
宿
泊
所
と
い
う
よ
り
、
飲
食
店
と
い
う
性
格
が
強

い
と
こ
ろ
が

多
か

っ
た
。

一
般
的
に

「酒
幕
」
の
宿
料
と
い
う
中
に
は
、
飲
食
料
が
含
ま
れ
て
お
り
、

食
事
を
す
る
と
別
途
宿
泊
料
金
を
支
払
う
こ
と
は
な
か

っ
た
。
こ
の
よ
う
な

「酒
幕
」
以
外
に
当
時

の

一
般
人
が
泊
ま
る
宿
泊
所
は
な
か

っ
た
の
で
あ

つ

た
。
「酒
幕
」
が
な
い
深

い
山
や
奥
地
を
旅
行
す
る
場
合
は
、
旅
人
は
大
変
な
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苦
労
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
幸
運
に
も
民
家
や
農
家
を
発
見
す
る

と
泊
ま
る
こ
と
も
で
き
た
が
、
こ
の
よ
う
な
民
家

で
は
大
概
宿
泊
料
金
の
よ

う
な
も
の
は
と
ら
な
か

っ
た
。

「酒
幕
」
の
宿
泊
料
金
は
、

一
九

〇
六
年

の
場
合
五
〇
文

(当
時

日
本
貨

幣
七
、
八
銭
か
ら

=
二
、
四
銭
に
該

当
)
を
支
払

っ
た
が
、

こ
の
金
額
は

一

食
分
の
値
毀
と
同
じ
で
あ
り
、

一
泊

二
食

の
場
合

は
そ
の
二
倍
を
支
払
う

の

で
あ

っ
た
。

「酒
幕
」
の
構
造
は
、
大
概

一
般
の
家
と
同
じ
で
あ
り
、

一
つ
の

部
屋
で

一
〇
名
ほ
ど
が
雑
魚
寝
を
す

る
の
が

一
般
的
で
あ

っ
た
。
金
の
余
裕

の
あ
る
者
は

一
部
屋
を
貸
し
切
り
に

し
て
い
た
。
し
か
し
、
寝
具
は
ど
ち
ら

も

つ
い
て
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

「酒
幕
」
の
施
設
は
、
い
う
ほ
ど
の
も
の

で
は
な
く
、
衛
生
的
に
ひ
ど
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
「酒
幕
」

の
主
食
は
、
ご

飯
が
普
通
で
あ
る
が
、
地
方
に
よ

っ
て
は
麦
飯

・
雑
穀
飯

・
豆
ご
飯
も
あ

つ

た
よ
う
で
あ
る
。
お
か
ず
は
、
魚
類

・
獣
肉
、
そ
し
て
た
ま
ご
、
キ
ム
チ
と

味
噌

ス
ー
プ
は
必
ず
出
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な

「酒
幕
」
が
普
遍
化
し

登
場
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
旅
費
の
節
約
や
貧
し
い
旅
人
は
自
炊
道

具
を
持
ち
歩
き
な
が
ら
野
宿
や
食
事

を
済
ま
せ
て
い
た
絶
。

朝
鮮
中
期
以
後
を
見
る
と
、
店
舎

と
い
う
民
間
の

「酒
幕
」
や

「旅
館
」

が
旅
行
客
に
宿
泊
と
食
事
を
提
供

し
て
い
た

の
で
あ
る
。
朝
鮮
後
期
に
な
る

と
、
身
分
制

の
動
揺
と
産
業
の
発
達

(大
規
模

の
鉱
山
開
発
)
は
人
口
を
移

動
と
旅
行
者

の
増
加
を
触
発
さ
せ
、

必
然
的
に
食
事
と
宿
泊
を
提
供
す
る
施

設
が
増
え
る
こ
と
と
な

っ
た
れ
。

三
、
旅
行
地
図
と
交
通
網

地
図
は
昔
か
ら
東
洋
で
も
西
洋
で
も
、
政
治
、
経
済
、
軍
事
的
な
必
要
だ

け
で
な
く
、
交
通
や
旅
行

の
便
宜

の
た
め
製
作
さ
れ
普
及
し
て
き
た
も
の
で

あ

っ
た
と
い
え
る
。

し
か
し
、
朝
鮮
で
は
統
治
と
軍
事
的
目
的
が
絶
対
的
で

あ

っ
た
た
め
情
報
流
出
を
防
ぐ
た
め
、
国
家
が
地
図
を
保
有
管
理
し
、
民
間

で
の
流
通
を
原
則
的
に
禁
止
し
て
い
た
徨
。
韓
国
の
ソ
ウ
ル
大
学
に
約
六
、
○

○
○
余
種
の
地
図
が
あ
り
、
そ

の
他
の
図
書
館
や
博
物
館
に
も
相
当
数

の
地

図
が
あ
る
と
い
う
。
朝
鮮
王
朝
に
お
け
る
地
図
の
作
成
及
び
使
用
目
的
は
、

第

一
に
国
防
と
行
政

の
基
本
資
料
で
あ
る
。
優
秀
な
地
図
が
製
作
さ
れ
て
い

た
と
し
て
も
国
家

の
管
理
下
に
置
か
れ
民
間
が
使
用
す
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど

自
由
で
は
な
か

つ
た
。
諸
外
国

の
場
合
は
、
大
概
個
人
が
地
図
を
製
作
す
る

こ
と
も
多
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
朝
鮮
の
場
合
は
、
国
家
が
地
理
に
関
す

る
情
報
を
提
供
し
、
相
地
官
が
地
形
の
風
水
的
特
性
を
把
握
し
、
画
員
が
絵

画
的
に
描
く
な
ど

い
ろ
ん
な
専
門
家

の
合
作
を
通
じ
て
地
図
を
製
作
す
る
こ

と
が
慣
例
で
あ

っ
た
招
。

朝
鮮
後
期
に
至

っ
て
、
国
家
が
独
占
し
て
い
た
地
図
が
民
間
に
も
普
及
し
、

民
間
人
で
優
秀
な
地
図
を
製
作
す
る
人
が
現
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

一
八
～

一
九
世
紀

の
実
学
者

の
学
問
的
な
関
心
、
商
業
の
発
達
、
そ
し
て
宣
教
師
の

活
動
な
ど
に
関
連
し
、
民
間
に
も
地
図

へ
の
関
心
が
高
ま

っ
た
と
い
え
る
。
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朝
鮮
の
地
図
の
種
類
に
は
、
天
下
図

(世
界
地
図
)
、
外
国
図
、
東
国
地
図
、

八
道
図

(全
国
図
)
、
都
城
図
、
地
方
図
、
兵
営
図

(海
防
)
、
関
防
図
、
交

通
図
、
水
理
図
な
ど
に
分
類
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
地
図

の
作
製
方
法
や
表

現
方
式
に
よ

っ
て
、
図
面
式
地
図
と
絵
画
式
地
図
と
に
分
け
る
こ
と
も
出
来

る
個。

こ
れ
ら
の
中
に
は
、
旅
行
を
目
的
と
す
る
観
光
案
内
図
と
い
う
よ
う
な

も
の
は
見
あ
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。

(図
2
参
照
)

主
要
幹
線
道
路
に
は
、

一
〇
里
毎

に
地
名
と
距
離
を
刻
ん
だ
小
さ
な
標
木

ジ

ャ
ン
ス
ン

(を
ム。
"
里
丁
表
、
標
識

)
を
三
〇
里
に
大
き
な
標
木
を
立
て
、

道
を
表
示
し
て
い
た
。
旅
に
必
要
と
す
る
交
通
手
毅
は
、

一
般
的
に
は
徒
歩

で
あ

っ
た
が
、
経
済
的

に
余
裕
が
あ

る
人
々
は
、
馬
や
駕
籠
を
利
用
し
て
い

た
と
言
え
る
。

一
四
〇
〇
年
代
か
ら

ソ
ウ
ル
都
城

の
中

で
、
馬
や
駕
籠
に
乗

る
こ
と
が
出
来
た
の
は
老
人
や
患
者

を
除

い
て
は
両
班
だ
け
で
あ

っ
た
。
馬

に
乗
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
牛

・
驢

馬

(
ロ
バ
)
・
騾
馬

(ラ
バ
)
も
同
じ
く

両
班
だ
け
で
あ

っ
た
。
身
分

の
低

い
も
の
が
馬
や
牛
に
乗
る
と
、
こ
れ
を
押

収
さ
れ
た
上
、
杖
八
○
台
と

い
う
処
罰
を
受
け
る
こ
と
が

『
経
国
大
典
』
に

記
載
さ
れ
て
い
る
馬。
朝
鮮
時
代
に
お

い
て
馬
は
、
富
と
権
威
の
象
徴
で
あ

っ

た

の
で
あ
る
。
海
路
に
お
け
る
船
を
利
用
し
て
旅
す
る
と
い
う

こ
と
は
、
あ

ま
り
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ

っ
た
。
例
外
的
に
沿
岸
商
船
を
利
用
し
た
旅

行
が
考
え
ら
れ
る
が
、
朝
鮮

の
実
状

か
ら
は
現
実
味
が
少
な

い
。
そ
の
理
由

と
し
て
、
朝
鮮
王
朝
で
は
、
船
に
乗

っ
て
遠
く
ま
で
行
く
の
を
禁
じ
て
い
た

か
ら
で
あ
る
。
そ
ん
な
中
で
も
、
船

を
利
用
し
た
旅
と

い
え
ば
、
内
陸
の
河

図2金 正浩作 『東輿圖』(ソウル大奎章閣所蔵)

 

川
で
の
船
遊
び
か
、
比
較
的
に
距
離
が
短
い
河
川
を
利
用
し
た
旅
で
あ

っ
た

と
言
え
る
。

四
、
儒
教
思
想

に
よ
る
女
性
た
ち

の
外
出
禁

止

1

「禁
閉
婦
女
」

朝
鮮
王
朝
の
成
立
以
後
は
、
儒
教
的
思
想
を
背
景
に

「禁
閉
婦
女
」
を

一

貫
し
て
、
女
性
た
ち

の
外
出
禁
止
を
強
要
し
て
い
た
。
そ

の

一
例
と
し
て
、
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朝
鮮
時
代
の
女
性
た
ち
が
花
見
を
す

る
と
笞
刑

(棍
杖
)

一
〇
〇
回
打
た
れ

た
、
い
わ
ゆ
る

『
經
国
大
典
』
の

「
刑
典
」
の
中
に

「士
族

の
婦
女
た
ち
が

山
や
水
辺
で
遊
ぶ
を
禁
じ
、

こ
れ
を
犯
す
も
の
は
杖

一
百
」
と
明
示
さ
れ
て

い
た
」
橋
と
い
う
法
が
実
在
し
て
い
た

の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
儒
学
を
以
て
民
を
教

え
、
国
教
と
す
る
以
前
の
高
麗
時
代
の

女
性
た
ち

の
生
活
は
ど
う
だ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
を
簡
略
に
考
察

し

て
み
た
い
。
高
麗

の
女
性
た
ち
は
、

外
出
を
す
る
際
に
、
帽
子
を
被
り
、
馬

に
乗

っ
て
出
か
け
る

「騎
馬
出
行
」

を
日
常
的
に
行

っ
て
い
た
と
い
わ
れ
て

い
る
。
さ
ら
に
、
高
麗
時
代

の
王
妃

以
下
貴
婦
人
た
ち

の
遊
び
の
中
に
は
、

ポ

ロ
(℃
皀
o)に
似
た

「馳
馬
撃
毬
」

"
と
い
う
も

の
も
あ

っ
た
。

こ
の
遊
び

は
朝
鮮
初
期
ま
で
続
い
て
い
た
が
、

一
四
六
二
年
世
祖

(人
年
)
に
よ
り
、

女
性
が
馬
に
乗
る
こ
と
を
禁
じ
る
法
令
が
制
定
さ
れ
、
女
性
が
遊
び
と
し
て

馬
に
乗
る
こ
と
は
出
来
な
く
な

っ
た

の
で
あ
る
侶
。
し
か
し
、
儒
教
的
な
生
活

風
習
の
中
で
、
位
の
高
い
女
性
が
数
少
な

い
外
出
を
す
る
際
、
馬
に
乗
る
こ

と
は
完
全
に
な
く
な

っ
た
と
い
う

こ
と
で
は
な
か

っ
た
。
馬
に
乗
り

「馳
馬

撃
毬
」
を
す
る
高
麗
時
代

の
女
性

の
姿
を
想
像
し
て
見
る
と
、
や
は
り
外
で

の
活
動
が

い
か
に
活
発
で
あ

っ
た
か
と
い
う

こ
と
が
想
像
出
来
る
。

高
麗
時
代

の
主
な
思
想
は
、
仏
教

で
あ
り
、
寺
院
で
は
様

々
な
行
事
が
度

々
行
わ
れ
て
い
る
。
高
麗
時
代
は

「祈
福
攘
災
」
と

「福
国
祐
世
」
を
目
的

と
す
る
度
が
過
ぎ
た
仏
教
行
事
に
よ

っ
て
、
国
家
経
済
の
紊
乱
と
様

々
な
庶

民
生
活
に
弊
害
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ

っ
た
。
特
に
そ
れ
ら
の
行
事
に
女
性

た
ち
も
参
加
し
て
お
り
、
風
紀
を
乱
し
た
と

い
う
。
そ
れ
に
対
し
朝
鮮
王
朝

の
成
立
以
後
、
政
治
的
主
導
権
を
握

っ
た
儒
者
た
ち
は
仏
教
を
抑
圧
し
、
女

性
た
ち
の
外
出
を
禁

じ
よ
う
と
し
た

の
で
あ
る
。
高
麗
仏
教
の
特
色
と

い
う

と
、
貴
族
仏
教
で
華
や
か
な
各
種
の
仏
教
行
事
が
多
か

っ
た
と

い
う
点

で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
行
事
は
、
新
羅
時
代
か
ら
あ
る
も

の
で
は
あ

っ
た
が
、
『
高
麗

史
』
伯

に
は
、
特
に

「
○
○
法
会
」
「○
○
法
席
」

「○
○
大
会
」
「
○
○
道

場
」
「○
○
祭
」
な
ど
の
名
の
下
に
七
〇
種
類
以
上
の
様
々
な
仏
教
行
事
が
行

わ
れ
て
、い
た
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
仏
教
行
事
2・
が
持

つ
性
格
と
内
容
を
分
類
す
る
と
、
祈
福

・
穰
災

・

鎮
兵

・
治
疫

・
講
経

・
懺
悔

・
受
戒

・
飯
僧

・
薦
度

・
施
食

・
祈
雨

・
祈
晴

な
ど
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
中
で
最
も
有
名
な

「燃
燈
会
」
と

「八

関
会
」

で
あ
り
、
燃
燈
会
は
旧
暦

の
正
月

一
五
日
に
全
国
的
に
行
わ
れ
た
行

事
。
蓮
燈
を
飾
り
、
歌
と
踊
り
で

「君
臣
同
楽
」
と

「国
泰
民
安
」
を
祈
願

す
る
。
な
お
、
釈
迦
誕
生
日
に
蓮
燈
を
飾

っ
た
。
八
関
会
は
、
仏
教
の
祭
典

と
し
て
、
世
俗
人
が

一
日
で
も
、
集
ま
り
、

「八
禁
戒
」
に
励
む
行
事
で
あ
り

な
が
ら
、
土
俗
神
も
奉
る
も
の
で
あ

っ
た
m
。

そ
れ
に
比
較
す
る
と
、
朝
鮮
時
代
の
女
性
た
ち
は
、
儒
教
的
な

「家
禮
」

に
束
縛
さ
れ
て
お
り
、
自
由
に
外
出
す
る
こ
と
が
次
第
に
出
来
な
く
な

っ
た

の
で
あ
る
。
何
よ
り
も
、
「内
外
法
」
が
強
化
さ
れ
た
理
由
で
高
麗
時
代
の
仏

教

の
政
治
的
な
堕
落
と
近
親
相
姦
と
い
う
社
会
的
な
風
紀
を
乱
し
た
と
い
う

側
面
が
強
い
の
で
あ
る
。
朝
鮮
時
代
に
な
る
と
、
儒
教
的
な
男
女
観
の
下
で
、
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「内
外
法
」
差
が
社
会
的
な
禮
制
と
波
及
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
両
班
の
婦

女
子
が
道
を
出
歩
く
こ
と
が
次
第
に
少
な
く
な

っ
て
き
た
。
儒
教

の

「内
外

思
想
」
が
男
女
有
別
論
と
し
て
倫
理
的
に
強
調
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
男
女

が
直
接
接
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
に
ま
で
至

っ
た
の
で
あ
る
。
強
制
的
な
内

外
法
の
拡
大
は
、
女
子
た
ち

の
長
距
離
旅
行
を
考
え
る
こ
と
も
で
き
な
く
し

た
。
結
婚
を
し
た
女
性
が
実
家
に
里
帰
り
を
す
る
こ
と
さ
え
で
き
な
か

っ
た

の
で
あ

っ
た
。
朝
鮮
時
代
の
学
者
た
ち

の
必
読
書
で
あ

っ
た

『
禮
記
』
に
は
、

「家
を
建
て
る
時
、
内
外
を
区
分
し
、
男
子
は

「ソ
ト

(外
)
」
に
居
所
を
置

き
、
女
子
は

「ウ
チ

(内
)
」
に
居
所
し
、
男
子
を
用
も
な
く
入
れ
て
は
な
ら

な
い
」
と
厳
格
に
区
分
し
て
い
た
。

(図
3

・
図

4
参
照
)

図4「 遮 断 壁 」

(碧 ・習司 『丕・ヨ釧 ・醤筈 舎』 フ}菅71蓴2001,p.64か ら)

図5外 出の姿(申 潤福 作 「比丘尼 と妓女」『恵 園風俗 図』

潤松美術館蔵 よ り)

 

居
住
空
間
で
見
る

「内
外
法
」
も
あ

っ
た
。
ま
ず
、
朝
鮮
家
屋

の
営
造
制

度
か
ら
見
る
婦
女
た
ち
の
空
間
を
考
え

て
み
よ
う
。
具
体
的
に
朝
鮮
時
代

の

営
造
制
度
と
は
、
「内
舎

(勉
刈

H
ア
ン
チ

ェ
)
」
と

「外
舎
斜
廊

(叫
餮
刈
)
」

を
中
心
に
男
女
間
の
空
間
を
明
確
に
区
別
し
、
男
女
が
そ
れ
ぞ
れ
別
々
に
く

ら
し
て
い
た
。

こ
の
慣
習
は
、
こ
と
両
班
の
上
流
社
会

で
厳
し
く
守
ら
れ
て

い
た
。

い
わ
ゆ
る
、
韓
屋
の
居
住
空
間
に
お
い
て
儒
教

の

「男
女
七
歳
不
同

席
」
の
思
想
が
よ
く
現
れ
て
い
た
も
の
が
あ

っ
た
。

「内
舎
」
と

「外
舎
」
の

あ

い
だ
に

「遮
断
面

(升
壹
唱
)
」
と
い
う
壁
を
建
て
、
中
門
を
作
り
、
中
門

の
外
に
大
門
を
作
る
こ
と
で
、
ウ
チ
と
ソ
ト
の
厳
格
な
区
別
を
住
居
空
間
か

ら
も
明
確
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
%。
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2

観
念
的
な

「内
外
法
」
に
よ
る

「禁
閉
婦
女
」
の
強
化

朝
鮮
王
朝
は
開
国
以
来
、
仏
教
に
対
す
る
厳
し
い
弾
圧
政
策
が
行
わ
れ
て

お
り
、

「婦
女
上
寺
禁
止
」
餌
と

「婦
女
観
戯
禁
止
」
な
ど
を
通
じ
て
、
女
性

た
ち
に
外

へ
の
出
入
り
を
禁
止
す
る
中
に
は
、
寺

へ
行
け
な
く
す
る
条
項
が

あ

っ
た
。
高
麗
時
代
ま
で
、
寺
は

一
般
民
家

の
中
に
あ

っ
た
の
で
あ
る
が
、

朝
鮮
時
代

の
仏
教
に
対
す
る
抑
圧
と
弾
圧
に
よ
り
、
市
街
地
の
中
に
は
寺
は

な
く
な
り
、
山
中

の
山
奥
に
寺
を
か
ま
え
て
い
た
た
め
で
あ

っ
た
。
朝
鮮
の

政
治
家
は
儒
者
と
し
て
、
儒
教
を
国
家
理
念
と
し
て
お
り
、
そ
の
徳
目
に
従

っ
て
社
会
秩
序
と
紀
綱
を
立
た
そ
う

と
し
た
が
、

一
般
民
家
で
は
相
変
わ
ら

ず
仏
教
を
信

じ
て
い
た
。
婦
女
に
対
す
る
寺

へ
の
出
入
り
禁
止
の
他
に
も
様

々
な
外
出
の
制
約
を
か
け
て
い
た
。

朝
鮮
時
代
前
期
の
両
班
女
性
た
ち

は
、
行
楽
を
楽
し
ん
で
い
た
。
当
時
の

女
性
た
ち
に
と

っ
て
男
女
が
集
ま
る
と
こ
ろ
で
酒
を
飲
み
歌
舞
を
す
る
と
い

う
こ
と
は
普
通

の
こ
と
で
あ

っ
た
。

女
性
た
ち
の
自
由
奔
放
な
行
楽
が
か
な

り
盛
況
で
あ

っ
た
よ
う
で

「ツ
ツ
ジ

遊
び
」
ゐ
と
い
う
遊
び
の
風
俗
が
あ
る

ほ
ど
で
あ

っ
た
。
花
見

(花
遊
び

・
野
花
遊
び
)
、
道
遊
び
な
ど

一
切
の
遊
び

・

行
楽
な
ど
見
せ
物
に
集
ま
る
こ
と
も
禁
止
し
て
い
た
。
朝
鮮
前
期
の

一
四

一

二
年

(太
宗

一
二
)
に
は
、
司
憲
府

%
か
ら
女
性
が
外
に
出
入
り
す
る
時
、

顔
を
隠
す
よ
う
に
上
訴
し
て
お
り
、

一
四

一
六
年

(太
宗

工
ハ
)
に
も
、
司

諫
院
か
ら
は
婦
人
た
ち
が
自
分
の
父
母
に
会
う
事

の
他
に
は
外

へ
の
出
入
り

を
し
な

い
よ
う
に
上
訴
し
た
。
そ
の
後
も
何
回
も
禁
止
条
項
が
下
さ
れ
た
こ

と
が
あ

っ
た
。
宴
会
が
行
わ
れ
男
女
が
交
わ
り
、
お
酒
を
交
わ
し
て
不
道
徳

な
出
来
事
が
あ
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
で
あ

つ
た
。
儒
教
倫
理
を
強
調
す
る
儒

学
者
た
ち
の
考
え
に
基
づ
く
も
の
で
あ

っ
た
と
い
え
る
四
。

そ
れ
以
外
に
も
、
婦
女

の
外
出
を
厳
し
く
制
限
す
る
た
め
に
、
両
班
官
僚

た
ち
の
王
朝

へ
の
上
告
や
嘆
願
な
ど
が
続

い
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
嘆
願
や
上

告
を
受
け
、
朝
鮮
王
朝
の

《経
国
大
典
》

の

「刑
典
」
に
は

「婦
女
が
寺
に

行
く
者
、
士
族

の
婦
女
と
し
て
山
間
及
び
水
辺
で
宴
会
や
野
祭
、
山
天

・
城

隍

の
祠
廟
祭
を
直
接
行

っ
た
者
な
ど
を
す

べ
て
杖

一
〇
〇
に
処
す
る
」
と

い

う
禁
止
条
項
が
盛
り
込
ま
れ

て
い
る
の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
ら
処
罰
だ
け
で
な

く
、
儒
教
を
背
景
に
実
際

の
法
律
で
は
な

い
観
念
的
な
内
外
法
を
以
て
女
性

た
ち
の
外
出
を
厳
し
く
規
制
し
た
の
で
あ
る
。

「昼
間
で
あ

っ
て
も
庭
で
遊
ん

で
は
い
け
な
い
」
「理
由
な
く
外
に
出
入
り
し
て
は
い
け
な

い
」

「父
母
以
外

に
は
、
親
戚
で
あ

っ
て
も
男
性
と
は
気
軽
く
接
し
て
は
な
ら
な

い
」
%
な
ど
、

様

々
な
形
で
女
性
の
生
活
が
規
制
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
様

々
な
制
約
が
女
性
の
自
由
な
外
出
や
旅
を
妨
げ
て
い
た
の

で
あ
る
。
朝
鮮
時
代
に
お
け
る
女
性
の
旅
と
い
う
の
は
、
現
実
的
に
不
可
能

に
近
い
も
の
が
あ

っ
た
と

い
え
る
。
や
む
な
く
、
両
班
の
婦
女
が
外
出
や
旅

を
す
る
際
に
は
、
駕
籠
に
乗
る
か
、
顔
を
隠
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。

実
際
に
、
婦
女
が
外
出
を
す
る
場
合

の
姿
を
絵
画
か
ら
見
る
と
、
「簾
帽
蔽
面

(c自
ロ
呈
蚓
唱
)
」

「羅
兀
蔽
面

(幵
皇
三
判
週
)
」
「長
衣

(を
臭
)」

「屋
轎

(皇
「

旦
)
」
な
ど
を
利
用
し
て
い
た
の
で
あ
る

(図
5
参
照
)
。
徹
底
的
に
顔
や
姿
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を
隠
し
、
旅
を
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ

て
い
た
。
も
し
、
婦
女
子
が
長
距
離

・

長
時
間
を
か
け
旅
行
す
る
場
合
に
は
、
莫
大
な
経
費
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
。

朝
鮮
時
代
の
道
は
、
整
備
さ
れ
て
お
ら
ず
、
険
し
い
山
道
や
汚
い
宿
所
な
ど

の
問
題
が
現
実

で
あ

っ
た
。

五
、
自
由
な
旅
人
た
ち
と
そ

の
旅
を
支
え
た
宗
教

1

自
由
な
旅
人
た
ち

す
で
に
は
じ
め
で
述
べ
た
よ
う
に

『
論
語
』
の

「学
而
編
」
の
初
め
に

「子

図7「 携妓踏楓」(申潤福作 『恵園風俗図』澗松美術館所蔵)

図8「 耶堂乞銭 図」(丕 菩 丑週 『箕 山風俗圖帖』p�入}1984、

崇実大学校基督教博物館蔵)

 

日
、
學
而
時
習
之
、
不
亦
説
乎
。
有
朋
自
遠
方
來
、
不
亦
樂
乎
。
人
不
知
而

慍
、
不
亦
君
子
乎
。
」
と
い
う

一
句
が
あ
る
29。

こ
の
句
の
中

の

「有
朋
自
遠

方
來
、
不
亦
樂
乎
」
と
い
う
の
は
、
遠

い
処
に
い
る
友
が
訪
ね
て
来

る
と

こ

れ
以
上
楽
し
い
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「遠
方
來
」
遠

い
処
か
ら

友
人
が
来
る
と
い
う

こ
と
は
、
そ
の
友
は
私
の
と
こ
ろ
ま
で
旅
を
し
な
が
ら

来
た
と

い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の

一
句
は
、
朝
鮮
時
代

の
儒
教
的

世
界
を
構
築
し
た
両
班
た
ち
に
も
旅
を
助
長
す
る

一
句
に
な

っ
た

の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
こ
の

『
論
語
』
を
学
ん
だ
朝
鮮
の
儒
者
た
ち
の
旅
の
中
に
は
、

し
ば
し
ば
遠

い
と
こ
ろ
に
い
る
友
人
を
訪
ね
る
旅
を
し
て
い
た
に
違

い
な

い
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(図
6

・
7
参
照
)
。

そ
れ
か
ら
両
班
た
ち

の
旅
の
姿
が
描
か
れ
た
絵
画
や
そ
の
旅
行
記
録
文
3・

を
見
る
と
、
「気
軽
な
旅
は
、
儒
学
者

た
ち
占
有
で
し
か
な
か

っ
た
の
か
?
」

と
疑
う
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
の
両
班
た

ち
の
旅
も
四
つ
に
わ
け
る
こ
と
が
で
き

る
。
ま
ず

一
つ
目
に
、
儒
者
と
し
て
気
楽
で
道
楽

の

一
つ
と
し
て
の
旅
。
二

つ
目
に
、
官
吏
と
し
て
の
地
方
や
外

国
の
赴
任
地
に
辿
り
着
く
あ
い
だ
に
す

る
際
の
旅
。
そ
れ
か
ら
三

つ
目
に
、

科
挙
に
落
第
し
、
世
の
無
常
を
噛
み
し

め
な
が
ら
す
る
放
浪
の
旅
訓
。
最
後
の
四
つ
目
に
、
政
治
的
に
疎
外
さ
れ
、
流

刑
に
な

っ
た
両
班
が
流
刑
地
の
美
し

い
景
色
や
流
刑
を
終
え
、
帰
郷
す
る
あ

い
だ
に
す
る
旅
に
分
け
て
み
る
こ
と
が

で
き
る
。

ま
た
、
両
班
以
外
に
も
自
由
な
旅

人
た
ち
が
存
在
し
て
い
た
。

一
つ
は
、

旅
芸
人
集
団
で
あ
る

「広
大
」
と
市
場
を
巡
る
行
商
人
で
あ
る

「褓
負
商
人

(旦
早
甘

・
ボ
ブ
サ

ン
)
」
た
ち
で
あ

っ
た
。

ま
ず
、

「広
大
」
は
、
非
定
住
者

で
あ
り
、
職
業
と
し
て
の
旅
を
す
る
人

々
で
あ

っ
た
。
集
団
旅
芸
人
や
流
浪

芸
人

(旅
芸
人
)
を

「広
大

(罸
司

…

ク
ワ
ン
デ
)
」
「才
人

(刈
望

…
ゼ
イ
ン
)」
「倡
優

(智
♀

…
チ
ャ
ン
ウ
)」
「倡

夫

(智
早

"
チ

ャ
ン
プ
)
」
「俳
優

(司
♀

"
ベ
ウ
)
」
「禾
尺

(糾
刻
「
"
フ
ァ

チ
ョ
ク
)
」
な
ど
と
呼
ぶ
。
広
大

の
中

に
は
、

一
定
の
公
演
空
間
を
も
た
ず
、

旅
を
し
な
が
ら
芸
能
を
売
る
人
々
が

い
た
。
彼
ら
を

「流
浪
芸
人

(昇
壱
司

剋
)
」
あ
る
い
は

「浮
広
大

(四
暑

01
看
司
洲

"
ト
ド
リ
ク

ワ
ン
デ
ペ
)
」
と

い
う
。

「四
暑

01
罸
司
洲

(ト
ド
リ

ク

ワ
ン
デ
ペ
)
」
と
は
、

「司
暑

01
罸
司

洲

(圃

"
ト
ー1
浮
く
、
暑
01
1ー
ド
リ
ー1
回
る
、
罸
司

1ー
ク

ワ
ン
デ

u
広
大
、

朝
H
ぺ
11
牌

・
群
れ

・
仲
間
)」
か
ら
な
る
合
成
語
で
、
各
集
団
な
り
の
巡
業

の
方
式
を
も

っ
て
旅
を
続
け
る
芸
人
集
団
を
意
味
す
る
錐。

そ
の
広
大
と
は
、
高
麗
時
代
ま
で
は
仮
面
を
か
ぶ
り
、
遊
ぶ
人
を
い
う
言

葉
で
あ

っ
た
。
朝
鮮
時
代
に
入
り
次
第
に
、
仮
面
遊
び
、
人
形
劇
、
綱
渡
り
、

パ
ン
ソ
リ
な
ど
を
す
る
人
た
ち
を
広
大
と
呼
ぶ
よ
う
に
な

っ
た
。
彼
ら
は
講

演
す
る
内
容
や
構
成
員
に
よ

っ
て
は
、
定
住
を
し
て
い
る
集
団
と
流
浪
を
す

る
二
つ
の
集
団
を
な
す
よ
う
に
な
る
。
集
団

の
旅
芸
人
に
は
、
寺

(社
)
党

牌
、
男

(女
)
寺
党
牌
芻
、
広
大
牌
な
ど
が
代
表
と
い
え
る
。
主
な
公
演
は
、

念
仏
を
中
心
と
し
た
踊
り
と
歌
で
あ

っ
た
。
構
成
員
は
三
〇
i

五
〇
名
ほ
ど

集
団
を
結
成
し
鈎
、
疑
似
家
族
的
な
環
境
を
持
ち
、
定
住
よ
り
は
流
浪
を
す
る

集
団
が
多
か

っ
た
。
朝
鮮
後
期

の
広
大
た
ち
は
、
旅
芸
人
と
し
て

一
つ
の
職

業
集
団
を
結
成
し
、
賤
民
と
し
て
差
別

の
対
象
で
も
あ

っ
た

(図
8
参
照
)
。

旅
芸
人
集
団
が
成
立
し
た
背
景
を
あ
げ
る
と
、

①
壬
辰
倭
乱
と
二
度

に
わ
た
る
胡
乱
に
よ
る
宮
中

の
楽
工
と
楽
生

の
分
散

②
漢
陽
の
山
台
都
感

(仮
面
劇
)
の
廃
止
に
よ
る
芸
人
た
ち
の
流
浪
化

③
各
村

の
才
人
庁

の
所
属
し
て
い
る
も
の
に
対
す
る
重
課
税
に
よ
る
逃
避

④
廃
農
に
よ
る
農
民

の
参
与
な
ど
社
会
的
環
境

の
変
化

が
彼
ら
を
簡
単
に
同
類
化
さ
せ
て
い
た
。

旅
芸
人
集
団
で
あ
る
広
大
は
、
お
も
に
商
業
が
発
達
し
て
い
る
と
こ
ろ
を

巡
回
公
演
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
宮
中

の
行
事
、
村

の
行
事
、
還
暦
や
婚
姻
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な
ど
に
も
呼
ば
れ
専
門
的
な
芸
人
集

団
に
発
展
し
て
い
た
。

朝
鮮
社
会
で
は
、
民
は
定
住
を
前

提
と
す
る
生
活
様
式
を
営
ん
で
い
た
た

め
、

一
定

の
定
住
地
を
持
た
な
い
人

々
に
対
し
て
は
さ
げ
す
ん
だ
見
方
が
あ

り
、
現
在
も
こ
の
意
識
は
強
く
残

っ
て
い
る
。
何
よ
り
も
儒
学
を
中
心
と
す

る
社
会
と
し
て
、
芸
能
人
や
ま
し
て
や
旅
芸
人
に
対
し
て
は
否
定
的
な
観
念

が
強
く
働

い
て
い
た
。
特
に
、
身
分
階
級
を
中
心
に
定
住
農
耕
社
会
体
制
の

強
化
に
よ

っ
て
旅
す
る
人
々
、

い
わ

ゆ
る
定
住
し
な
い
人
々
に
関
し
て
は
益

々
賤
し
ま
れ
て
い
た
。

も
う

一
つ
の
自
由
な
旅
人
で
あ
る

「褓
負
商
人

(旦
早
甘

・
ボ
ブ
サ
ン
)
」

は
、
広

い
意
味

で
は
、
背
負

い
行
商

人
と
包
み
物

(旦
ズ
p
・
ボ

ッ
ジ
ム
)
行

商
人
な
ど
で
あ
り
、
行
商
形
態
と
し

て
地
方
市
場
を
回
り
な
が
ら
商
売
す
る

人
々
で
あ
る
。
朝
鮮
時
代
の
郷
市
、

す
な
わ
ち
地
方
の
定
期
市
揚
を
中
心
に

行
商
を
し
な
が
ら
、
生
産
者
と
消
費

者
間

の
経
済
的
な
交
換
を
媒
介
し
て
い

た
専
門
的
な
市
場
商
人
で
あ
る
。
褓
負
商
は
大
概
そ
の
日
の
う
ち
に
往
復
す

る
こ
と
の
出
来
る
距
離
範
囲

の
市
場

を
回
り
な
が
ら
、
各
地
方

の
物
品
交
換

を
促
進
し
た
35
。

「褓
負
商
人
」
に
対
す
る
社
会
認
識

は
、
「生
き
て
利
益
な
く
、
死
ん
で
も

損
の
な

い
者
た
ち

(生
無
益

死
無
損

)」
と
い
わ
れ
る
存
在
で
あ

っ
た
。
彼

ら
は
自
分
た
ち
の
営
業
行
為
を
保
証
す
る
た
め
に

「商
団
」
を
結
成
し
、
こ

れ
を
通
じ
て
地
方
商
圏
と
流
通
経
済
を
掌
握
す
る
存
在
と
し
て
発
展
し
て
い

た
。
「褓
負
商
人
」
た
ち
は
、
全
国
規
模

の
商
業
組
織
を
構
成
し
、
商
業
税

の

徴
収
だ
け
で
な
く
、
政
府
が
必
要
と
す
る
た
び
に
組
…織
化
さ
れ
た
物
理
役
を

積
極
的
に
提
供
す
る
こ
と
も
あ

っ
た
・6

(図
9
参
照
)
。
こ
の
自
由
な
旅
商
人

た
ち

の
歴
史
は
、
交
換
経
済

の
活
性
化
及
び
郷
市
の
成
立
と
と
も
に
古
代
社

会
か
ら
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

旅
を
支
え
た
仏
教

朝
鮮
時
代
の
建
国
当
初
か
ら

「崇
儒
排
仏
政
策
」
即

が
続
く
中
に
お
い
て

も
、
仏
教
を
崇
拝
す
る
伝
統
や
諸
般
仏
事
は
、
女
性
と
民
衆
に
相
変
わ
ら
ず
広

く
続
い
て
い
た
。
特
に
、
仏
教
は
王
室
王
族
や
士
大
夫
両
班
の
家
を
守
る
婦
人

(内
房
)
に
よ

っ
て
保
全
さ
れ
た
。
仏
教
は
従
来
か
ら
女
性
た
ち
の
祈
願
で
あ

る
家
族

の
成
功
や
死
後
の
祈
願
や
病
気
を
治
す
な
ど

の
役
割
を
担
当
し
て
い

た
。
儒
教
に
よ

っ
て
、
女
性
た
ち

の
社
会
活
動
が
極
力
制
限
さ
れ
て
い
る
中
、

寺

で
の
仏
事

へ
の
参
加
は
ス
ト
レ
ス
解
消
の
方
法
で
も
あ

っ
た
。
家
に
閉
じ
こ

も

っ
て
い
た
女
性
た
ち
は
四
月
八
日
の
釈
迦

の
誕
生
日
、
一
二
月
八
日
の
成
道

日
、
浴
佛
節
、
七
月
の
望
日
な
ど
様

々
な
行
事
に
出
か
け

38
、
心
身

の
労
を
解

消
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

僧
侶
た
ち
も
困
難
な
寺
院
を
維
持
す
る
た
め
に
、
仏
教
寺
院
内
に
土
着
信
仰

と
習
合
し
た
形

の
冥
府
殿
、
十
王
殿
、
山
神
閣
、
七
星
閣
、
独
聖
閣
な
ど
を
建

立
さ
せ
て
い
た
。
仏
教
行
事

の
中
に
土
俗
的
な
信
仰
と
結
合
さ
せ
る
こ
と
で
、

仏
教
寺
院
は
、
婦
女
子
や
民
衆
レ
ベ
ル
に
根
強
く
生
き
残
る
民
聞
信
仰
を
取
り

入
れ
る
方
法
を
選
択
し
た
の
で
あ
る
。
排
仏
と
い
う
風
の
吹
き
荒
れ
た
朝
鮮
時
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代
に
お
い
て
も
、
仏
教
が
生
き
残

っ
た
そ
の
理
由
は
、
政
治
と
は
無
縁
で
あ

つ

た
女
性
と

一
般
民
衆
の
宗
教
と
し
て
生
き
た
こ
と
に
よ
る
と
い
え
る
。
そ
の
際

仏
教
は
、
現
世
祈
福
と
求
福
祈
祷
の
形
式

で
は
あ

っ
た
が
、
宗
教
と
し
て
の
役

割
を
十
分
果
た
し
て
い
た
と
も
い
え

る
。
何
よ
り
も
、
天
災
地
変

・
疫
病

・
死
、

い
わ
ゆ
る

一
種
の
極
限
の
状
態
に
陥

っ
た
時
、
儒
教

(儒
学
)
的
な
論
理
の
限

界
を
超
え
た
局
面
に
頼
ら
れ
る
も
の
と
し
て
仏
教

の
諸
行
事

(救
病
祷
佛
)
が

役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

都
城
や
村
か
ら
僧
侶
た
ち
が
消
え

、
寺
院
が
町
か
ら
山
中
に
追
い
や
ら
れ

た
こ
と
に
よ

つ
て
、
韓
国
の
仏
教
を

「山
中
仏
教
」
も
し
く
は

「山
僧
仏
教
」

図9「 帰市 図」(金 得臣作 『帰市図』個 人所蔵 よ り)

と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
高
麗
時
代
に
仏
教
を
政
治
的

・
経
済
的
に
バ

ッ

ク
ア
ッ
プ
し
て
い
た
の
は
男
性
た
ち
で
あ

っ
た
が
、
彼
ら

の

「護
国
仏
教
」

と
し
て
の
性
質
は
、
仏
教
を
信
仰
し
、
支
え
る
の
が
女
性

へ
移
行
し
た
こ
と

に
よ

っ
て
、

「家
内

(内
堂
、
内
房
)
仏
教
」

へ
と
変
化
し
た
。
朝
鮮
王
朝
に

よ
る
婦
女
子
た
ち

の
寺
出
入
り
禁
止
令
は
、
効
果
も
な
く
多
く
の
諸
仏
事
が

家
内
で
、
寺
院

で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
朝
鮮
時
代

の
仏
教
形
勢
を
普

通

「外
儒
内
佛
」
と
も
表
現
し
て
い
る
。

こ
れ
は
政
治

・
社
会
な
ど
の
公
的

立
場
に
お
い
て
は
儒
教
理
念
を
崇
拝
し
て
お
り
、
個
人
の
宗
教
的
な
心
性
に

お
い
て
は
相
変
わ
ら
ず
仏
教
を
そ
の
対
象
と
し
て
い
た
こ
と
を
い
う

の
で
あ

る
39
。仏

教
と
旅
に
関
す
る
話
と
し
て
は
、
排
仏
政
策
に
よ
り
次
第
に
巡
礼
地
は

欠
如
し
て
い
た
が
、
旅
行
を
支
え
る
施
設
と
し
て
寺
が
利
用
さ
れ
、
旅
の
案

内
人
と
し
て
僧
侶
が
働
か
さ
れ
て
い
た
。
た
い
し
た
宿
泊
施
設
が
な
か

っ
た

朝
鮮
時
代
に
山
村

で
様

々
な
形
の
宿
泊
所
と
し
て
、
食
事
処
と
し
て
寺
が
利

用
さ
れ
て
い
た
。
僧
侶
た
ち
は
旅
人
に
食
事
を
提
供
す
る
だ
け
で
な
く
、
険

し
い
山
道

の
案
内
人
や
旅
行
ガ
イ
ド
と
し
て
の
役
割
も
負
わ
さ
れ
て
い
た
。

三
大
名
山
と
い
わ
れ
る
金
剛
山

・
妙
香
山

・
知
里
山
だ
け
で
な
く
、
全
国
的

に
有
名
な
山
で
は
、
僧
侶
た
ち
は
藍
輿
僧
葡
と
し
て
ひ
ど
く
扱
わ
れ
て
い
た
。

両
班
た
ち
が
山
を
周
遊
す
る
時
は
、
山
道
に
詳
し
い
僧
侶
を
指
路
僧
と
立
て
、

藍
輿
に
乗
り
、
藍
輿
を
僧
侶
に
背
負
わ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
朝
。
こ
の
よ
う
に

抑
圧
さ
れ
て
い
た
僧
侶
た
ち
に
よ

っ
て
、
数
少
な

い
朝
鮮
時
代

の
旅
が
支
え
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ら

れ

て

い

た

の
は

、
ア

イ

ロ

ニ
カ

ル
な

こ
と

で

あ

る

と

思

え

る

(図

10
参

照

)
。

六

、

お
わ

り

に

結
論
に
代
え
て
ま
と
め
て
み
る
と
、
朝
鮮
の
旅
文
化
は
男
性
を
中
心
に
成

立
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
女
性
が
気
楽
に
旅
を
す
る
こ
と
は
か
な
り
困
難

な
時
代
で
あ

っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
儒
教
的
な
政
治
社
会
体
制
の
下
で
、

女
性
た
ち
は
旅
文
化
か
ら
排
除
さ
れ
、
家
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
た
存
在

で
あ

っ

た
と

い
え
る
。
む
ろ
ん
、
朝
鮮
時
代

の
旅
は
誰
し
も
が
出
来
る
と
い
う
わ
け

で
は
な
か

っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
朝
鮮
時
代
の
旅
文
化
に
女
性
た
ち
が

欠
如
し
て
い
る
背
景
と
そ
の
要
素
を
整
理
し
て
み
る
と
以
下
の
よ
う
に
要
約

す
る
こ
と
が
出
来
る
。

①
女
性
の
外
出
禁
止
と
い
う
儒
教
的
な
倫
理
規
範
と
厳
格
な

「内
外
法
」

に
よ
り
、
居
住
空
間
か
ら
男
女

の
隔
離
を
始
め
て
お
り
、
女
性
た
ち
の
外
出

が
頑
な
に
禁
じ
た
結
果
女
性
た
ち

の
旅
文
化
を
欠
如
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

②
宿
泊
施
設
の
欠
如
と

い
う

の
は
、
女
性
が
宿
泊
で
き
る
よ
う
な
施
設
が

整
備
さ
れ
て
お
ら
ず
、
旅
を
す
る
た
め
に
大
が
か
り
の
荷
物
を

一
緒
に
運
ば

な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

③
旅
行
の
た
め

の
地
図
の
欠
如
が
あ
る
。
地
図
は
政
治
と
軍
事
目
的
に
用

い
ら
れ
る
も
の
で
あ

っ
て
、

一
般

の
大
衆
が
持
ち
歩
く
よ
う
な
も
の
で
は
な

か

っ
た
。

④
本
論
で
は
、
あ
ま
り
論
じ
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
が
、
「崇
儒
排
仏
政

策
」
に
よ
る
巡
礼
地
の
欠
如
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
儒
学
を
国
家

の
建

国
理
念
と
す
る
儒
者
た
ち

の
考
え
に
は
、
崇
儒
思
想
を
達
成
す
る
た
め
に
様

々
な
排
仏
政
策
が
行
わ
れ
、
仏
教

の
衰
退
と
共
に
巡
礼
地
を
欠
如
さ
せ
た
の

で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
、
女
性
た
ち
に
よ
る
宗
教
的
な
旅
が
欠
如
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

常
に
、
日
本

の
文
化
と
韓
国
の
文
化
を
比
較
考
察
す
る
こ
と
が
私
の
研
究

方
法

で
あ
り
、
目
的
と
な

っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
女
性

の
旅
が
自
由
に
出

来
る
日
本

の
江
戸
と
い
う
時
代
と
、
女
性
が

一
人
で
外
に
出
歩
く
こ
と
さ
え

厳
し
く
禁
じ
て
い
た
朝
鮮
と
の
違

い
を
考
え
る
と
、
そ
こ
に
は
異
な
る
儒
学

と
儒
教
文
化
が
あ
る
と
気
づ

い
た
の
で
あ
る
。

日
本
も
古
く
か
ら
儒
学
を
受
け
入
れ
て
は
い
る
が
、
儒
学
は
学
問
と
し
て
、

政
治
思
想
と
し
て
定
着
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
。
し
か
し
、
社
会

の
規
範
と
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し
て
、
倫
理
規
範
と
し
て
は
朝
鮮

の
よ
う
に
は
根
付
い
て
い
な

い
と
い
う
こ

と
が
女
性

の
旅
の
違
い
に
表
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
本
書
に
は
、

日
本

の
旅

文
化
を
論
じ
た
様

々
な
諸
論
文
が
集

ま

っ
て
お
り
、
江
戸
時
代

の
女
性
た
ち

が
自
由
に
旅
す
る
姿
も
多
く
描
か
れ

て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
や
は
り
日
本
は

儒
学
を
受
け
入
れ
文
化
の
隅

々
ま
で
浸
透
さ
せ
て
は
い
る
が
、
規
範
と
し
て

ル
ー

ル
と
し
て
の
儒
教
は
受
け
入
れ

て
い
な

い
と
考
え
さ
せ
る

一
例
で
あ
る

と
い
わ
ざ
る
を
得
な

い
。

注1

01

♀
碧

(ピ
8

≦
o
o
臨ξ
o
⇔
αq
)

『
妊

帚
潮

d
己
刻
ロτ
計
「』
唱

ロτ
号
、

一
九

九
五
年
、

九
九
-

一
〇
〇
頁
。

2

朝

鮮
通
信

士

の
旅
程

は
、
朝
鮮

の
釜
山
港

か
ら
対

馬
を
経
由

し
て
江
戸

ま
で

で
、

そ

の
旅
情
記
録

に
は
様

々
な

文
物
見
物
や

日
本

の
人

々
と

の
交
流

が
様

々
な
形

で
明

記
さ

れ

て
い
る
。

そ

の
旅
程

は
、
漢
陽

(ソ
ウ

ル
)

を
出
発

し
、
釜
山
ま

で
は
陸
路

を
利

用
し
、
釜

山
か
ら

は
対
馬

で
案
内

を
受
け
、
海

路

で
下

関
を
通
過

し
、

日
本

の

各
藩

の
饗

応
を
受

け
な
が

ら
大
阪

の
淀
浦

に
上
陸

し
、
そ

の
後

は
陸
路

で
京
都

へ
行

っ
た
。

し
か

し
、

後
期

は
将
軍
が

い
る
江
戸
ま

で
行

く
よ
う

に
な

っ
た
。

一
行
は
通

過
す

る
客
舎

で
漢

詩
文
と
学

術

の
筆
談

話
を
行
う

こ
と

で
文

化
上

の
交
流

が
盛
大

に

行
わ

れ

て
い
る
。

幕
府

の
将
軍
に
朝
鮮

王
国

の
国
書

を
伝
達
す

る
通
信
士

は
大
概
六

ヶ
月

か
ら

一
年
が

所
要
さ
れ

て
い
た
。

3

ず
鬘

＼零

首

・葦
げ
8
・8
廷

Φ三

8
＼ρ
器
。・」
旦

ミ
ρ器
ω1
〈
帥窘

.巨
巨
謡
皀
ヨ
ー-
〉
≧

置

目
ヨ
ー

N
お
い
。。
O

(P
O
O
轟
＼一
〇＼P
◎Q
)

4

「
院
」

の
由
来

と
運
営
は
、
仏
教

と
関
連
が

深
い
。
院
は
仏
教

の
聖
地
巡
礼
者

た

ち

の
た
め

の
宿
泊
施

設

で
あ

っ
た
。

九
世
紀

に
唐

へ
い

っ
た

日
本

の
僧
侶
円
仁

の
日

記

『
入
唐
求
法
巡

礼
行
記
』

に
は
巡
礼
者
が
中

国
を
旅
行
す

る
あ

い
だ
泊
ま

る
宿

泊

施

設
に

つ
い
て
詳
細

に
書

い
て
あ

る
中
、

「院
」

が
食
事
と
宿
泊

す
る
処
と

し
て
記

さ

れ
て

い
る
。

5

沼
ぞ

喜

『
輩
入
誹
羽
d
「
を

尹
杆

』
○
亡
百
潮
司

、
二
〇
〇
四
年
、

一
七

一
ー

一
七

三
頁
。

6

客

主
家
は
、
行
商

人

の
宿
食

と
商

品

の
仲
介
や

委
託
販
売
を
行

っ
て
い
た
と

こ
ろ

で
あ
る
。

7

旅

閣
は
、
行
商

人
た
ち

の
た

め

の
宿
泊
業
を
行

っ
て
い
た
と

こ
ろ

で
あ

る
。

8

「
韓
国

の
芸
術

と
文
化
」
『
コ
リ
ア
ナ
』
<
箪
P
Z
P
昏
、

一
九
九

六
年
冬
季
号
、

二
八
-

三
五
頁
。

9

韓

国
精
神
文

化
研
究
院
編

『
韓

国
精
神
文
化
大

辞
典
』

二
〇
、
号
剋

出
版
社
、

一

九
九
四
年
。

10

剋
弖

ヱ
三
。な

唱
叫

丑
週

『
量

号
φ
翹

旦

ヱ
刃
』

一
九
〇
六

年
、
甘

号
閣

(南
宮
營
)

『
客
主

及

放

閣
に
就

て
』

朝
鮮
舊
時

の
金

融
財
政

慣
行
、

一
九

三
〇
年
、

荒
川

五

郎

『
最
近
朝
鮮
事
情

(司

ユL
丕
組
杆

碧
)
』

一
九
〇
六
年

ず
ξ

ミ
の8
巳
ひ
o
o
乙
の諺
。。
・
ぎ

匙
。・。。
昌
〒
募

8
望

。・曲α
舅

翼
×
ミ
いわ

。。
-ω
南
巨
巨

(
P
O
O
Nミ
一
一＼い
)

11

暗

翌

恕

『
丕
壇
刃

司

想
餌
已
朴
』

(な
)
杆

洲
ズ
旻
百
垂
杆

、

二
〇
〇
〇

年
、

一
二

九
1

=
二
〇
頁
。

12

韓
永
愚
他

『
♀
司

喫
囚

呈
斗

ユ

叫
暑
叫
。五
』

互
碧
出
版
、

一
九
九
九
年
、

一
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八

五
頁
。

13

韓
永
愚

他

『
。丁
司

喫
囚

三
斗

ユ

叫

暑
叫

音
』
豆
噌

出
版
、

一
九
九

九
年
、
五

-

六
頁
。

14

。-
甘
闘

『
を

号

ユ
痢

三

曁

旦
杆
』
司
魁

出
版
、

一
九

九
九
年
、
参
照
。

15

瑚
望
刃
「
『
01
己
号
o
一
呈

薯

丕
遭
刃
翊

01
叶

列
』
閣
遇
朴
、

二
〇
〇

一
年

、
七
五

頁
。

16

李
成
美

『
♀
司

喫

明
望
三
己
潮

唄

斗

囚
司
』
司
亀
朴

、
二
〇
〇

二
年
、
二
六
頁
。

17

庚
辰

設
八
關
會

王
自

毬
庭

還
至
閤
門
前
駐

、
唱
和
久
之
命
倡
優

歌
舞
仗
内
幾

至
三
、

御
史
大
夫
崔
贄

雜
端
許
載
、
古
τ

大
樂
管
絃
兩
部

爭
務
奇
侈

以
至
使
婦
女
馳

馬
撃

毬
、

王
命
黜

之
其

戯
遂
絶

『
言

ミ
≦
≦
≦
・臣
§
戸
器
§

巨
o
蔓
涛
o
蔓
8
ωミ
。・o
σq
巴
轟
-
一い
・窪
巨
8

0
い
・ω
・ω

18

趙
豊
衍

『
写
真

で
見

る
朝
鮮
時

代
』
刈

ロτ
望

、

二
〇
〇

四
年
、

一
=

八
頁
。

19

高
麗
時
代

の
歴
史
書
。

一
四
四
九
年

(世
宗

三

一
)

に
編
纂

を
始
め
、

一
四
五

]

年

(文
宗

一
)

に
完
成

し
た
。
高

麗
時
代

の
歴
史

・
文
化
な

ど

の
内
容
を
紀
伝

体
に

整
理
し
た
書
物

で
あ
り
、
高

麗
時

代
歴
史
研
究

の
基
本
資
料

で
あ
る
。

20

『
高
麗
史
』

に
挙
げ
ら
れ

て

い
る
仏
教
行
事

は
、
以
下

の
よ
う

で
あ

る
。

①

八
関

会

・
燃
燈

会

・
華
厳

法
会

・
無

遮
大

会

・
百
高

座
会

・
毘
廬
遮

那
懺

悔

法

会

・
無
遮
水
陸
会

・
大
藏

・
法
華

会

・
龍
華
会

・
白
蓮
会

・
文
殊
会

・
懺
経
会

②

金
光
法
席

・
五
教
法
席

・
倭

賊
穰
法
席

③

談
禅
法
会

・
星
変
祈
穰
法
会

④

慶
成
大
会

・

⑤
藏

経
道
場

・
消
災
道

場

・
祈
祥
迎

福
道
場

・
金
光
明

経
道

場

・
五
百
羅
漢
道

場

・

金

剛
経

道
場

・
仁
王
道
場

・
天
帝
釈
道

場

・
摩
利
支

天
道
場

・
涅
槃

経
道
場

・
文
豆

婁
道

場

・
仏
頂
道

場

・
慶
讃
道

場

・
龍

王
道

場

・
慈
悲

懺
道
場

・
四
天

王
道

場

・
灌

頂
道

場

・
菩
薩

戒
道

場

・
寶

星
戒
道

場

・
普

賢
道

場

・
勝
法

文
道

場

・
無

能
勝

道

揚

・
神
衆
道
場

・
談

論
道
揚

・
止
風
道
場

・
功
徳

天
道

場

・
閻
満
徳

加
威
怒

王
神
呪

道
場

・
天
兵
神
衆
道

場

・
呵
陀

波
拘
神
道

場

・
華
厳
神

衆
道
場

・
薬

師
道
場

・
大
仏

頂

五
星
道

場

・
大

日
王
道
場

・
霊
寶
道
場

・
祈
恩
道

場

・
雲
雨
道

場

・
鎮
兵
道

場

・

太
歳
道

場

・
厭
兵
無

能
勝
道

場

・
延
生
経
道

場

・
華
厳

三
昧
懺
道

場

・
北
帝

天
兵
護

国
道
場

⑥
盂
蘭
盆
祭

・
羅
漢
祭

・
百
日
祭

・
忌

辰
祭

等

々
が
あ

っ
た

の
で
あ

る
。

21

召
曽
胡

『
韓
国
仏
教
史
概

説
』
経
書
院

、

一
九
九

三
年

、

一
五
六
-

一
五
七
頁
。

22

内
外
法

(司
羽

唱
)

内
外
と

い
う
言
葉

は
、

「ウ

チ
と
ソ
ト
」

「夫
婦
」

「男
女

の
性
を
区
別
す

る
場
合
」

親
族
と

し

て

「
父
系

・
母
系
」

ま
た
は
家

屋
構
造
と

し
て

「内
舎

・
外
舎

」

お
よ
び

管
制
上

の

「ウ
チ

(
ソ
ウ

ル
)
・
ソ
ト

(
地
方

)
」
を

区
別
す
る
基
準

で
あ

る
。

朝
鮮

時
代

男
女

間

の
自
由

な

接
触

を
禁

じ

て

い
た

慣
習

お

よ
び

そ

の
よ
う
な

制

度
。
高

麗
時
代
ま

で
は
内
外

の
慣
習
が

一
般

化
さ
れ

て

い
な
か

っ
た

の
で
男
女

間

の

接
触
が

比
較
的

に
自

由

で
あ

っ
た
。

し

か
し
、
朝
鮮
時

代
に
は
内
外

の
慣
習
法

が
婦

女
子
た

ち

の
日
常
生

活
に
実
際
的

な
影
響
を

及
ぼ
す

こ
と

で
、
高
麗
時

代
と

は
比
較

で
き
な

い
ほ
ど
閉
鎖
的

で
あ

っ
た
。

23

「韓
国

の
芸
術
と
文

化
」

『
コ
リ

ア
ナ
』
<
箪
P
Z
o
」
、

一
九
九
六
年
春
季

号
、
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女性の旅を禁 じる儒教文化(申)

一
四
-

一
九

頁

。

24

李

能

和

著

(金

尚

憶

訳

)

『
朝

鮮

女

俗

考

』

東

文

選
、

一
九

九

〇

年

、

三

三

五
ー

三

六

六
頁

。

25

d
,零

糾

『
丕

起

勾

司

丕
起

朴

誹
ロ』

井

誹
ロ
71

司
「、

九

九

八

年

、

一
六

一
-

一
六

二

頁

。

26

朝

鮮

時

代

の

「司

憲

府

」

の
職

務

と

そ

の
機

能

は

、

政

治

の
是

非

に

対

す

る

言

論

活

動

、

百
官

に

対

す

る
査

察

、

風

俗

を

正
す

こ

と

な

ど

で

あ

る

。

27

01

剛

暑

到

『
♀

司

叫
.叫

φ

翹

三
已
o
τ

明

望

刈

琶

戴

。冒
叫

』

一
、

碧

望

杆

、

二

〇

〇

二
年

、

九

八
-

一
〇

一
頁
。

28

碧

碧

司
「
『
丕

祖

d
「

碧

立τ
ム
「
』
竚

誹
ロ
刻

劃
「、

一
九

九

八

年

、

六

一
頁

。

29

平

岡

武

夫

『
論

語

』

集

英

社

、

一
九

八

○

年

、

三

九

-

四

〇

頁

。

30

碧

唄
・観

『
O
T
引
-
旭

司
,三
己
。
匸

d
,
胡
・計
「、円

ロ
丁
唄

○
言

旦

ヱ

」
一艱

。百
辧
,』

、朴

テ
叫

、

二

〇

〇

四

年

、

参

照

。

31

「
二

十

樹

下

三

十

客

、

四

十
村

中

五

十

食

、

人

間

豈

有

七

十

事

、

不

如

歸

家

三

十

食

」

(
ム
ロ
丁
耳

早

叫

司

叫
圦
。
τ

翌

○τ

竏

ユ
司

剣

翔

・
砦

乱
己
と
ロ潮

叫

。言
列

組

勉

盾

。
百

スア
司

叫

・
剋

石

剣

01

遇

望

01

司

列

銀

し
匸
升

・
朗

唱

剣

暑
叫

升

翌

。
τ

骨

。
冒

胡
「
と
月

耻

昊

苛

叫

)
。

32

朴

銓

烈

「韓

国
社

会

に

お

け

る

旅

芸

人

」

『
神

話

・
宗

教

・
巫

俗

』

風

響

社

、

二

〇

〇

〇

年

、

二

三

一
ー

二

三

二

頁
。

33

「韓

国

の
芸

術

と

文

化

」

『
コ
リ

ア

ナ

』

<
。
=

ρ

Z
o
b
、

一
九

九

七

年

夏

季

号

、

四

四
-

四

九

頁

。

34

一
つ
の
牌

(
一
座
)

は
親
方
を

「
(
コ
ッ
ト

ゥ
セ
)
」
と
言

い
、

そ

の
下
に

「
(
コ

ム
ベ

ン
イ
セ
)
」
「
(
カ

ヨ
ル
)
」
「
(
ペ

ッ
ク
リ
)
」
「チ

ョ
ス
ン
ペ
」
「
(ト

ン
ジ

ム
ク

ン
)
」

な
ど

四
-

五
〇
名

で
成

り
立

っ
て
い
た
。

35

碧
ム
。
旦

『
刃
を

〇
一
呈

旦
と
L
♀
司

ロτ
糾

01
叶

71

』

。τ
ズ
U
臭
ぞ
、

一
九
九

二
年

、

一
一
八
頁
。

36

丕
刈

ヱ
L
『
旦
早
懇
』
刈

。百
司
叫

ヱ
耆
垂

早
、

二
〇

〇
三
年
、
七
-

一
一
頁
。

37

抑

仏
政
策

の
始

ま
り

は
、

=

二
九

二
年
朝
鮮
建

国

の
王

で
あ

る
、
太
宗

か
ら
始
ま

っ
て
い
る
。
抑
仏

政
策

の
中

で
、
世
界

で
最

も
合

理
的

な
文
字

で
あ
る

「
ハ
ン
グ

ル

文
字
」

を
創
製

し
た
世
宗
大

王
が
行

っ
た

抑
仏
政
策

を
挙
げ

る
と

以
下

の
よ
う

な
項

目

で
あ

っ
た
。

①
寺

社

の
奴
婢

及
び
奴
婢

の
譲
渡

の
ど
ち
ら

を
も
改
革

し
、
公

に
属
せ

し
め
た
。

②
寺
額

を
減
ぜ
し
め

た
。

③

五
教

両
宗
を
省

い
て
、

単
に
禅
教

両
宗
と
し
た
。

④
内
仏
堂

を
廃
止

し
め
た
。

⑤
京
城
内

に
興
天
、
興
徳

二
寺

を
留
め
、

そ

の
他

は
尽
く
撤

廃
し
た
。

⑥
廃
革

し
た
寺
院

の
仏
像

鐘
磐
を
鋳
潰

し
て
兵
器
を
製
造

し
た
。

⑦
仏
事
を
減

じ

て
、

そ
の
費

用
を
節
約

し
た
。

⑧
僧
徒
が
恣

に
京
城
内

に
出
入
り
す

る
の
を
禁
じ
、
度
僧
制

を
厳
重

に
し
た
。

⑨
宮

中
や
都
城

で

の
仏
教

行
事
を
禁

止
し
、
.婦
女

子
が
寺

に
行
く

こ
と
も
禁

止
し

た

の
で
あ

る
。

朝
鮮
時
代

五
〇
〇
年
も

の
あ

い
だ
廃
仏
政
策

は
行
わ
れ

て
い
た

の
で
あ

っ
た
。
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38

ズ
。
q

剤

『
d
己
母
り
o
一弖

旦
L

丕
刈
U刃
-
國
コ
d
ー醜
卩ブ
勹』

碧

望

朴

、

二

〇

〇

一
年

、

一

〇

二
ー

一
〇

三

頁
。

39

李

載

昌

『
韓

国

佛

教

の
諸

問

題
』

⊂
ユ

出

版

社

、

二

二

五
-

二

二
六

頁
。

40

藍

輿

と

は
、

寺

・
寺

刹

で
使

わ

れ

る

人

や

荷

物

を

運

ぶ

も

の

を

い
う

。

4ー

ズ
・
q

剤

『
d
巴
甘

o
豆

旦
L

丕
起

刈

剛

d
-叶

71

』

刃

這

・朴
、

二

〇

〇

一
年

、

一

一

四
-

一

一
六

頁

。
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