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朝
鮮
磨
製
石
剣
の
研
究
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磨
製
石
剣
の
問
題
は
、
北
東
ア
ジ
ア
と
く
に
朝
鮮
の
考
古
学
や
古
代
史
に
関

心
を
も
つ
も
の
が
、
何
ら
か
の
形
で
必
ず
つ
き
あ
た
り
、
解
決
を
求
め
ら
れ
る

種
類
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
こ
の
特
異
な
利
器
は
、
朝
鮮
の
先
史
古
代
社

会
に
、
広
く
ま
た
深
く
根
を
は
っ
て
い
る
。

　
磨
製
石
剣
（
以
下
、
石
剣
と
略
称
）
は
、
読
ん
で
字
の
よ
う
に
磨
製
の
美
し

い
石
剣
で
あ
っ
て
、
東
南
部
満
洲
・
朝
鮮
・
西
部
智
識
の
金
石
併
用
期
に
そ
れ

ぞ
れ
製
作
さ
れ
た
。
中
で
も
朝
鮮
半
島
で
最
も
流
行
し
、
普
遍
的
に
製
作
使
胴

さ
れ
て
い
る
の
で
、
問
題
の
童
心
は
朝
鮮
に
あ
る
と
い
っ
て
も
差
支
え
な
い
。

　
一
た
い
、
金
石
併
用
期
の
日
本
や
満
洲
で
は
、
種
々
の
形
態
の
土
器
（
障
本

の
場
合
は
弥
生
式
土
器
）
や
石
器
を
は
じ
め
、
特
色
の
あ
る
さ
ま
ざ
ま
の
金
属

器
を
の
こ
し
て
い
る
。
そ
う
し
て
そ
の
組
合
せ
も
、
地
域
ご
と
に
、
な
か
な
か

複
雑
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
朝
鮮
半
島
に
あ
っ
て
は
、
岡
じ
暁
代
の
土
塀
斑
の
遺
跡
に
の
こ
る

遺
物
の
種
類
や
数
量
は
少
く
、
組
合
せ
も
比
較
酌
簡
単
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

性
質
の
半
島
の
金
石
併
吊
期
に
あ
っ
て
、
特
長
あ
る
遺
物
の
首
座
を
し
め
て
い

る
の
が
、
磨
製
石
剣
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
半
島
の
こ
の
時
代
の
社
会
の

分
析
を
、
遺
物
の
上
か
ら
試
み
る
場
合
、
磨
製
石
剣
の
研
究
は
、
解
決
の
最
も

重
要
な
手
懸
の
一
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
原
始
墳
墓
の
探
求

を
試
み
よ
う
と
し
て
も
、
出
土
遺
物
の
中
心
を
占
め
る
石
剣
の
性
質
が
わ
か
ら

な
く
て
は
、
全
面
的
な
解
決
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
半
島
に
お
け
る
磨
製
石
剣
は
、
こ
う
し
た
地
位
に
あ
る
の
で
、
朝
鮮
考
古
学

を
志
す
も
の
は
、
必
ず
深
い
関
心
を
も
つ
が
、
資
料
の
蒐
集
が
む
ず
か
し
く
て

綜
台
酌
な
判
断
を
下
す
の
が
困
難
で
あ
っ
た
り
、
形
式
が
変
化
に
窟
ん
で
い
た

り
、
ま
た
石
剣
の
祖
形
に
議
論
が
多
く
、
そ
の
系
統
が
明
ら
か
で
な
か
っ
た
り

す
る
の
で
、
明
確
な
結
論
を
出
す
こ
と
が
で
き
ず
、
こ
れ
が
久
し
く
金
石
併
用

期
の
研
究
に
渋
滞
の
色
を
帯
び
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
経
緯
の
あ
る
朝
鮮
磨
製
石
剣
の
問
題
と
、
正
面
切
っ
て
通
勤
を
試

み
た
の
が
、
有
光
博
士
の
本
書
で
あ
る
が
、
結
果
は
、
　
『
梅
原
考
古
資
料
』
中

の
豊
憲
な
朝
鮮
石
剣
資
料
そ
の
他
を
、
巧
み
な
資
料
操
作
に
よ
っ
て
充
分
に
駆

使
し
、
見
畜
に
函
難
な
諸
問
題
を
解
決
に
み
ち
び
い
て
い
る
。

　
四
六
倍
版
の
本
書
は
六
章
、
　
一
一
八
頁
の
太
・
文
と
四
一
二
の
図
版
か
ら
成
っ
て

い
る
が
、
以
下
、
本
書
の
内
容
を
紹
介
し
な
が
ら
、
博
士
の
資
料
操
作
の
方
法

や
、
取
り
扱
わ
れ
た
諸
問
題
、
あ
る
い
は
提
出
さ
れ
た
結
論
に
つ
い
て
考
え
て

見
よ
う
。

二

　
傷
者
は
ま
ず
緒
讐
に
お
い
て
、
か
つ
て
行
わ
れ
た
総
督
府
治
下
の
朝
鮮
考
古

学
の
研
究
は
、
主
力
が
高
塚
古
墳
に
集
中
さ
れ
、
他
の
分
野
が
比
較
酌
閑
却
さ

れ
た
こ
と
、
お
よ
び
こ
の
分
野
の
重
要
な
一
問
題
に
金
石
併
…
用
期
（
来
春
の
初

期
鉄
器
蒋
代
）
に
お
け
る
金
属
文
化
の
こ
と
が
あ
る
の
を
あ
げ
、
本
書
に
お
い

て
は
大
猟
か
ら
波
及
し
て
き
た
こ
の
金
属
文
化
が
、
土
著
文
化
に
対
し
て
い
か
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害

に
反
応
し
た
か
を
取
り
扱
い
た
い
と
述
べ
て
い
る
。
磨
、
製
石
剣
は
そ
の
た
め
の

一
つ
の
重
要
な
示
標
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
訳
で
あ
り
、
本
書
の
基
本

的
な
観
点
は
、
こ
こ
に
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
第
一
章
「
石
器
時
代
文
化
と
初
期
金
属
丈
化
」
は
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
翼
ン
と

も
い
、
）
べ
き
で
章
で
あ
っ
て
、
両
交
化
の
接
触
の
問
題
に
焦
点
を
舎
せ
て
い
る
。

朝
鮮
の
新
石
器
時
代
文
化
に
は
、
大
別
し
て
櫛
区
文
土
器
を
目
標
と
す
る
文
化

と
、
赤
禍
色
無
文
土
器
を
示
標
と
す
る
そ
れ
と
の
二
つ
の
系
統
が
あ
り
、
前
者

の
分
布
が
狭
い
の
に
対
し
後
者
の
遺
跡
は
海
岸
・
内
陸
を
と
わ
ず
、
広
く
全
鮮

に
分
布
し
、
普
逓
酌
で
あ
る
。
な
か
で
も
西
鮮
の
大
藤
江
流
域
と
く
に
平
壌
付

近
、
南
鮮
の
錦
江
流
域
と
く
に
扶
助
付
近
、
洛
東
江
流
域
と
く
に
大
邸
付
近
、

お
よ
び
慶
州
付
近
に
集
中
的
に
存
在
す
る
が
、
こ
の
丈
化
は
磨
製
石
器
の
製
作

旛
の
そ
れ
で
あ
り
、
岡
時
に
農
耕
者
の
そ
れ
で
も
あ
る
。

　
こ
う
し
た
赤
褐
色
無
文
土
器
文
化
が
用
意
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
前
三
世
・

紀
の
こ
ろ
、
大
陵
か
ら
金
属
文
化
が
入
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
ス
キ
ト
既

シ
ベ
リ
ア
系
の
も
の
と
、
戦
国
末
か
ら
漢
初
に
わ
た
る
中
側
系
の
も
の
と
が
あ

る
。
中
国
系
の
も
の
は
青
銅
器
と
共
に
鉄
器
を
も
含
ん
で
い
る
が
、
串
球
趣
に

お
い
て
も
分
布
地
域
の
広
さ
の
点
で
も
代
表
的
な
も
の
は
鋼
剣
と
銅
鉾
で
あ
る
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
う
し
て
輸
入
さ
れ
た
卓
越
し
た
武
器
の
銅
剣
を
、
・
な
お

低
い
石
器
蒔
代
的
段
階
に
あ
っ
た
土
樵
人
が
模
作
し
た
の
が
磨
製
石
剣
で
あ
る
。

そ
の
際
、
著
者
は
、
標
式
約
な
鋼
車
を
出
す
遺
跡
か
ら
石
剣
を
出
さ
ず
、
石
剣

を
鐵
す
遺
跡
か
ら
銅
剣
を
出
さ
な
い
家
実
一
・
標
準
の
も
の
と
は
性
質
を
異
に

す
る
粗
質
の
も
の
を
黙
す
例
は
あ
る
が
一
…
に
注
冒
し
、
金
属
器
文
化
は
征
服

潜
の
も
の
で
あ
り
、
浜
弓
民
の
そ
れ
と
は
一
切
関
係
が
な
か
っ
た
と
論
じ
て
い

る
が
、
こ
れ
は
見
遁
が
す
こ
と
の
で
き
な
い
発
言
で
あ
る
。

　
「
石
剣
の
形
式
と
分
布
篇
を
考
察
し
た
第
二
章
は
、
本
書
の
申
で
も
、
こ
と

に
精
彩
を
は
な
つ
一
章
で
あ
っ
て
、
著
者
は
独
自
の
形
式
分
類
を
試
み
、
こ
れ

と
そ
れ
ぞ
れ
の
形
式
の
分
布
醐
と
の
開
係
を
掘
り
下
げ
つ
つ
、
す
ぐ
れ
た
結
論

を
み
ち
び
き
出
し
て
い
る
。

　
朝
鮮
お
よ
び
日
本
の
磨
製
石
剣
の
形
式
分
類
に
つ
い
て
は
、
前
に
梅
原
末
治

博
士
と
高
橋
健
自
博
士
の
案
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
爾
嚢
の
分
類
法
に
は
一

定
の
基
準
が
な
い
。

　
そ
こ
で
有
光
博
士
は
、
基
部
の
形
を
臼
安
と
し
て
、
ま
ず
A
1
1
有
茎
式
、
B

1
一
有
逼
塞
、
C
醍
無
茎
無
柄
式
、
D
擁
櫛
葉
形
、
E
麹
A
の
特
殊
形
、
の
四
グ

ル
ー
プ
に
分
け
た
。
し
か
し
こ
れ
だ
け
で
は
不
充
分
で
あ
る
の
で
、
次
に
刃
藻

の
樋
の
有
無
に
注
隠
し
、
有
る
も
の
に
a
、
無
い
も
の
に
b
の
符
号
を
つ
け
る
。

ま
た
B
の
有
柄
式
の
柄
部
に
は
二
段
の
も
の
と
一
段
の
も
の
が
あ
る
の
で
、
前

者
畜
、
後
渚
を
馴
と
す
る
。
剛
建
お
い
て
研
究
の
主
対
象
と
な
っ
て
い
る

の
は
、
A
、
B
の
二
形
式
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
す
る
と
A
a
、
A
b
、
ロ

・
、
響
、
闘
（
響
b
ば
か
り
で
・
は
な
い
か
ら
区
別
す
る
必
要
は
な
い
）

の
五
形
式
が
設
定
で
き
る
。
こ
の
形
式
設
定
が
、
石
剣
の
祖
形
、
変
遷
、
地
域

別
特
質
、
そ
の
飽
全
般
酌
性
格
を
考
察
し
、
こ
れ
を
解
決
に
導
く
基
礎
と
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
石
剣
の
祖
形
と
な
っ
た
銅
剣
は
如
何
な
る
も
の
か
、
の
問
題
に
す
す
み
、

従
来
提
出
さ
れ
て
い
た
三
つ
の
説
、
す
な
わ
ち
一
、
ス
キ
ト
縁
シ
ベ
リ
ア
系
銅

剣
、
二
、
中
国
式
銅
剣
、
三
、
細
形
銅
剣
の
そ
れ
ぞ
れ
を
検
討
し
な
が
ら
、
こ

れ
が
第
三
の
細
形
銅
剣
を
膜
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
断
す
る
。
こ
の
論
断

を
導
き
翻
す
の
が
分
布
圏
と
の
関
係
ず
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
手
ぎ
わ
は
冴
え
て

い
る
。
以
下
や
や
詳
し
く
紹
介
し
て
み
よ
う
。
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さ
て
磨
製
石
剣
は
ほ
と
ん
ど
全
鮮
か
ら
発
見
さ
れ
て
い
る
が
、
と
く
に
集
中

度
の
喬
い
の
は
大
同
江
下
流
域
、
漢
江
下
流
域
、
錦
濫
流
域
、
浴
策
江
流
域
お

よ
び
慶
弼
付
近
で
あ
る
。
な
か
で
も
慶
州
付
近
は
多
く
、
串
土
地
の
わ
か
る
一

六
七
本
の
石
剣
の
う
ち
五
四
本
を
出
し
て
い
る
。
こ
れ
と
共
に
重
要
な
の
は
、

A
形
は
西
鮮
に
集
り
、
B
形
は
南
鮮
に
集
中
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
細
形
銅
剣
も
ま
た
半
島
よ
り
多
数
発
見
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
分

布
と
地
域
的
集
中
の
形
は
、
石
剣
の
場
合
と
全
く
一
致
す
る
。
こ
れ
に
対
し
ス

キ
ト
シ
ベ
リ
ア
式
短
剣
は
不
確
実
な
も
の
を
一
例
、
ま
た
中
国
式
銅
剣
も
確
実

な
出
土
例
は
一
例
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
見
る
と
、
石
剣
製
作
の

原
形
と
な
っ
た
も
の
は
細
形
銅
剣
と
考
え
る
ほ
か
は
な
い
。

　
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
問
題
は
残
る
。
な
る
ほ
ど
西
鮮
に
多
い
A
形
が
細
形

鋼
剣
を
祖
形
と
す
る
こ
と
に
疑
問
が
な
い
に
し
て
も
、
南
鮮
の
B
形
は
継
形
銅

剣
に
は
似
ず
、
む
し
ろ
ス
キ
ト
シ
ベ
リ
ア
式
銅
剣
の
形
に
近
い
で
は
な
い
か
。

こ
れ
に
対
し
、
著
考
は
斑
形
は
、
剣
把
を
つ
け
た
ま
ま
の
細
形
鋼
剣
を
う
っ
し

た
も
の
で
、
樋
の
あ
る
a
は
そ
の
形
を
す
な
お
に
写
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た

　
　
　
　
　
　
　
エ

樋
の
な
い
別
b
と
別
は
、
斑
a
の
退
行
形
か
、
あ
る
い
は
剣
拙
を
著
装
し
た
上
、

鞘
に
お
さ
め
た
形
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
こ
う
し
た
著
者
の
考
え
は
、

次
の
よ
う
に
図
式
化
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
A
a
…
↓
A
b

　
　
　
　
　
　
函
＼
＼

細
形
銅
剣
白
／
ψ
　
一

　
　
　
　
　
　
　
エ
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
　
　
　
　
　
　
　
　
エ

　
　
　
　
　
　
　
B
a
一
↓
▼
B
b
－
一
∀
B

　
著
者
に
よ
っ
て
解
き
あ
か
さ
れ
た
石
剣
の
形
式
推
移
の
状
態
は
、
ち
よ
つ
と

わ
が
圏
の
平
安
刀
と
ア
イ
ヌ
の
ヒ
ゲ
ベ
ラ
の
関
係
を
見
る
よ
う
で
爾
白
い
．
、
い

ず
れ
に
せ
よ
著
実
な
こ
の
跡
形
論
ほ
、
い
ま
ま
で
定
説
が
な
く
、
取
扱
い
に
園

難
を
感
じ
て
い
た
こ
の
悶
題
に
、
初
め
て
頼
っ
て
よ
い
解
決
を
与
え
た
観
が
あ

っ
て
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
何
人
も
肯
定
ぜ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
章
に
は
、
こ
の
他
、
C
・
D
・
E
の
谷
形
式
の
祖
形
論
や
、
各
形
式
の

よ
り
詳
し
い
分
布
状
態
の
考
察
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
そ
う
し
て
歳
後
に
石
剣
の
成
立
地
と
、
地
域
別
季
移
に
ふ
れ
、
中
國
交
化
の

色
彩
の
つ
よ
い
銅
剣
鋼
鉾
交
化
の
一
大
中
心
地
で
あ
っ
た
南
鮮
で
、
こ
れ
に
似

た
A
a
が
ま
ず
作
ら
れ
た
こ
と
、
中
国
の
直
接
支
配
か
ら
自
由
で
あ
っ
た
南
鮮

地
方
に
石
剣
の
流
行
が
う
け
つ
が
れ
る
と
、
磁
b
と
顕
が
特
に
顕
著
な
発
達
を

と
げ
た
こ
と
を
も
っ
て
む
す
ん
で
い
る
。

三

　
第
三
章
「
退
行
形
の
石
剣
」
で
論
じ
て
あ
る
の
は
、
石
剣
の
形
式
推
移
、
と

く
に
成
立
期
に
見
せ
た
形
式
が
退
行
し
て
ゆ
く
過
程
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　
い
う
ま
で
も
な
く
著
者
の
形
式
観
か
ら
す
れ
ば
、
原
形
で
あ
る
細
形
銅
剣
に

最
も
近
い
A
a
が
最
古
の
形
式
で
あ
り
、
研
a
が
こ
れ
に
つ
づ
く
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
こ
れ
ら
の
形
式
の
石
剣
は
発
見
数
が
少
く
、
行
わ
れ
て
期
間
も
短
い

と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
出
土
贔
中
に
は
す
で
に
退
行
形

が
現
わ
れ
て
い
る
の
は
一
樋
の
彫
り
の
鋭
鈍
や
茎
の
形
式
を
比
較
考
察
す
る

と
　
　
注
意
を
要
す
る
。
A
a
や
斑
a
の
退
行
形
の
も
の
も
あ
る
。

　
ま
た
樋
の
な
い
A
b
や
別
b
、
顕
で
は
、
彫
り
が
鋭
利
で
形
の
強
い
、
ま
た

兵
器
と
し
て
役
立
ち
そ
う
な
も
の
を
先
行
形
と
し
、
そ
れ
か
ら
漸
次
離
れ
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ

の
を
退
行
形
と
し
て
い
る
が
、
と
く
に
瓢
形
の
も
の
は
、
典
型
的
な
先
行
形
の

も
の
か
ら
、
極
端
に
形
式
化
し
た
退
行
形
の
も
の
ま
で
あ
り
、
後
者
は
両
州
と
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エ

扶
余
に
藁
中
し
て
い
る
。
鋭
形
に
退
行
形
の
も
の
の
多
い
の
は
、
発
見
数
の
多

い
の
と
相
ま
っ
て
、
そ
の
製
作
が
長
期
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

　
退
行
形
の
問
題
は
、
石
剣
の
年
代
的
お
よ
び
地
域
別
性
格
を
追
求
す
る
上
に
、

す
こ
ぶ
る
興
味
が
あ
り
重
大
で
あ
る
。

　
朝
鮮
発
見
の
石
剣
は
出
土
状
況
が
明
ら
か
で
な
い
も
の
が
多
く
、
そ
れ
だ
け

に
性
質
を
追
求
す
る
の
に
困
難
を
感
じ
る
が
、
幸
い
墳
慕
に
副
葬
さ
れ
て
い
る

も
の
が
あ
っ
て
、
性
質
の
解
明
に
役
立
っ
て
い
る
。
第
四
章
の
「
石
剣
を
出
す

埋
葬
蛙
」
は
こ
の
問
題
を
と
り
あ
つ
か
っ
て
居
り
、
石
剣
が
e
組
合
せ
式
箱
形

棺
、
ω
石
室
、
⇔
麟
石
塚
、
㈲
支
石
墓
の
何
れ
か
ら
も
発
見
さ
れ
る
こ
と
、

A
・
B
両
式
を
出
し
た
埋
葬
肚
二
八
ケ
所
の
一
覧
表
、
お
よ
び
多
少
と
も
出
土

状
況
の
わ
か
る
六
遺
跡
に
つ
い
て
説
か
れ
て
い
る
。
朝
鮮
の
原
始
墳
墓
に
は
、

そ
の
他
獲
棺
や
土
禍
福
が
あ
る
が
、
い
ま
の
と
こ
ろ
、
後
に
あ
げ
た
二
つ
を
除

く
す
べ
て
の
墓
か
ら
発
見
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
、
ま
た
早
く
は
原
始
墳

墓
と
し
て
は
初
期
に
属
す
る
北
方
式
支
石
墓
関
係
の
遺
跡
か
ら
、
お
そ
く
は
最

後
期
に
属
す
る
慶
尚
南
道
贔
原
郡
熊
南
函
の
石
室
墳
ま
で
各
晦
代
に
亘
っ
て
出

土
し
て
い
る
こ
と
が
解
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
も
、
石
剣
の
カ
バ
…
す
る
盆
会
と

年
代
の
幡
の
広
い
こ
と
が
諒
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
よ
う
や
く
形
式
に
関
す
る
考
察
を
お
わ
り
、
歴
史
的
な
諸
条
件
を

か
え
り
見
な
が
ら
、
行
わ
れ
た
墨
画
や
社
会
、
あ
る
い
は
地
域
酌
特
質
を
総
括

す
る
こ
と
に
な
る
。
第
五
章
の
「
石
剣
の
時
代
扁
が
こ
れ
で
あ
っ
て
、
こ
の
章

に
お
け
る
著
者
の
考
え
は
大
略
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
石
剣
は
、
紀
元
前
二
世
紀
の
終
り
、
漢
の
四
郡
が
朝
鮮
に
お
か
れ
る
前
か
ら

西
鮮
で
み
ら
れ
た
細
形
鋼
剣
を
ま
ね
て
、
ま
ず
A
a
形
が
帰
馬
で
作
ら
れ
た
。

南
鮮
の
も
の
は
箱
式
石
棺
と
結
び
つ
い
て
い
る
。

　
立
憲
で
石
剣
の
製
作
が
お
こ
る
と
、
つ
づ
い
て
中
．
鮮
の
漢
心
地
方
で
有
柄
石

剣
（
B
形
）
の
流
行
が
は
じ
ま
る
。
B
形
石
剣
は
、
さ
ら
に
南
鮮
に
お
い
て
す

こ
ぶ
る
流
行
し
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
南
鮮
の
特
長
的
な
3
1
b
と
斑
が
、

朝
鮮
発
見
石
剣
の
総
数
の
八
○
パ
ー
セ
ン
ト
を
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
解
る

が
、
同
晦
に
闘
は
流
行
も
な
が
く
、
先
行
形
か
ら
退
行
形
の
各
種
に
及
ん
で
い

る
。
ワ
て
う
し
て
鱒
方
式
支
石
墓
か
ら
、
こ
れ
の
発
見
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
は
、

石
剣
製
作
渚
と
爾
方
式
支
石
墓
と
深
い
関
係
を
も
つ
て
い
る
こ
と
を
物
語
る
と

い
う
。

　
石
剣
の
流
行
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
が
鉄
器
降
代
に
突
入
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
終
末
を
迎
え
る
。
半
島
が
鉄
器
樋
代
に
入
る
の
は
、
西
鮮
で
は
、
前
．
二
世
紀

末
に
楽
浪
郡
が
設
概
さ
れ
た
事
実
に
俸
っ
て
い
る
が
、
衡
鮮
に
お
い
て
は
、
は

る
か
に
お
く
れ
、
四
世
紀
の
後
半
の
三
国
時
代
の
開
始
期
で
あ
る
。
こ
う
し
て

鉄
羅
の
普
及
と
と
も
に
、
石
剣
と
青
銅
器
は
姿
を
消
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
一
た
い
石
剣
を
製
作
し
使
用
し
た
人
々
は
、
魚
文
赤
福
色
土
器
文
化
を
基
盤

と
す
る
農
業
社
会
を
発
展
さ
せ
た
土
著
の
人
々
で
、
磨
製
石
器
の
製
作
に
巧
み

で
あ
っ
た
。
青
銅
利
器
を
知
っ
て
は
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
征
服
者
で
あ
る
鋼
剣

銅
鉾
類
の
使
用
藩
と
は
全
く
接
触
が
な
い
。

　
著
漸
は
こ
の
よ
う
に
結
論
ず
け
た
後
、
最
後
の
第
六
章
で
、
日
本
出
土
の
石

剣
と
比
較
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
朝
鮮
石
剣
を
さ
ら
に
浮
び
上
ら
せ
る
よ
う
に
努

力
す
る
。

　
こ
れ
に
よ
る
と
朝
鮮
石
剣
の
流
行
期
と
ほ
ぼ
晦
を
同
じ
う
す
る
弥
生
時
代
に
、

日
本
で
も
銅
父
を
模
し
た
と
思
わ
れ
る
石
父
（
ク
リ
ス
形
石
剣
）
　
・
鉄
剣
形
石

剣
お
よ
び
僅
か
な
が
ら
研
b
・
斑
形
が
出
土
す
る
。
こ
の
う
ち
石
父
と
鉄
剣
形

ユ25　　（591）



石
剣
の
一
種
（
著
者
の
亜
型
ω
）
は
専
ら
日
太
・
で
行
わ
れ
た
形
で
あ
り
、
ま
た
、

西
日
本
か
ら
出
る
数
少
い
別
b
と
闘
形
は
、
朝
鮮
か
ら
の
移
入
で
あ
ろ
う
と
論

じ
る
。
i
劔
b
と
別
形
は
講
鮮
の
支
配
的
形
式
で
あ
る
…
…
。
こ
れ
と
は
別

に
3
1
a
は
、
日
本
で
は
全
く
姿
を
現
わ
さ
な
い
。

　
こ
う
し
た
状
態
を
見
る
と
、
石
剣
は
朝
鮮
と
日
本
で
共
に
製
作
さ
れ
た
と
は

い
え
、
形
式
に
は
糊
当
の
ち
が
い
が
あ
り
、
m
a
、
班
b
、
顕
こ
そ
朝
鮮
で
完

成
さ
れ
た
朝
鮮
形
石
剣
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
。

　
本
書
の
内
容
は
、
さ
ら
に
多
岐
に
わ
た
り
、
複
雑
な
問
題
を
も
ふ
く
ん
で
い

る
の
で
、
す
べ
て
を
伝
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
大
要
は
以
上
の
よ

う
だ
と
思
う
。

　
精
読
し
終
え
て
、
ま
ず
つ
く
づ
く
と
感
じ
る
こ
と
は
、
こ
の
労
作
が
、
よ
く

よ
く
考
え
ぬ
か
れ
、
練
り
ぬ
か
れ
た
思
考
の
集
積
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い

ろ
い
ろ
な
側
面
か
ら
考
え
る
だ
け
考
え
、
そ
の
結
果
だ
け
が
熊
掌
に
な
っ
て
い

る
、
と
い
う
こ
と
が
よ
く
解
る
。
こ
の
書
を
ま
と
め
る
直
接
の
機
縁
は
、
梅
原

考
古
資
料
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
著
者
の
朝
鮮
磨
製
石
剣
に
対
す
る
深
い

関
心
は
、
一
一
十
数
年
前
に
遮
る
こ
と
を
他
の
論
文
は
教
え
て
く
れ
る
。
そ
の
間
、

さ
ま
ざ
ま
の
疑
問
に
対
す
る
解
決
の
努
力
は
た
え
ず
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
。
そ
う
し
た
永
年
に
百
　
る
問
題
処
理
へ
の
熱
意
と
解
決
へ
の
努
力
が
、
つ
い

に
こ
の
見
喜
な
労
作
を
生
む
に
至
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
う
し
て
招
集
は
形
式
分
類
の
定
理
を
つ
く
り
、
つ
づ
い
て
細
形
銅
剣
と
石

剣
の
分
布
圓
を
オ
ー
バ
…
ラ
ッ
プ
す
る
と
い
う
新
し
い
方
法
を
巧
み
に
使
っ
て
、

石
剣
の
祖
形
・
地
域
別
発
達
・
年
代
問
題
な
ど
を
浮
び
あ
が
ら
せ
、
あ
る
い
は

性
質
の
固
定
化
に
成
功
し
た
。
分
類
や
軍
営
、
そ
の
他
地
域
的
特
色
な
ど
、
現

在
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
以
上
お
お
よ
そ
ど
う
に
も
考
え
よ
う
は
な
い
と
こ
ろ
ま
で
、

近
ず
い
て
い
る
。
恐
ら
く
将
来
と
も
基
準
と
な
る
に
違
い
な
く
、
i
C
と
E

に
つ
い
て
は
多
少
問
題
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
…
筆
者
も
こ
れ
に
従
お
う

と
思
っ
て
い
る
。

　
本
書
の
別
の
大
き
な
功
績
は
、
朝
鮮
原
始
古
代
史
の
研
究
に
、
石
剣
の
概
念

を
持
ち
こ
む
便
を
与
え
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
三
制
禦
代
以
前
の
朝
鮮
土

著
冠
会
は
、
石
剣
と
い
う
用
呉
を
通
じ
て
見
る
と
、
臨
視
的
に
は
激
畳
的
で
あ

り
、
そ
の
内
部
に
お
い
て
種
々
の
区
鋼
が
あ
る
こ
と
を
教
え
た
。
こ
の
晦
代
の

社
会
は
石
剣
と
い
う
概
念
を
通
じ
て
一
応
統
括
で
き
、
そ
の
上
で
内
部
の
違
い

を
分
析
す
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
は
不
明
の
点
の
多
い
朝
鮮
原
始
古

代
史
の
解
決
に
、
一
つ
の
重
要
な
手
懸
を
与
え
る
。

　
朝
鮮
磨
製
石
剣
の
も
つ
意
義
は
以
上
の
よ
う
に
大
き
い
か
ら
、
著
者
に
対
し
、

い
く
つ
か
の
願
い
と
将
来
へ
の
里
馬
は
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
地
域
別
特
質
と
、
．

年
代
別
特
長
の
関
連
の
問
題
で
あ
る
。
本
書
の
第
三
章
は
主
と
し
て
こ
れ
を
取

り
扱
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
他
随
所
に
こ
の
問
題
に
ふ
れ
て
あ
っ
て
、
選

考
は
興
味
深
く
こ
れ
に
接
し
た
が
、
将
来
さ
ら
に
深
く
追
求
し
、
地
域
と
形
式

と
年
代
の
三
巴
の
相
関
表
を
作
成
し
て
ほ
し
い
と
思
う
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ

の
地
域
に
一
…
道
単
位
か
、
集
中
地
単
位
。
小
さ
け
れ
ば
小
さ
い
ほ
ど
よ
い
一

ど
の
よ
う
な
形
式
の
石
剣
が
、
ど
の
時
代
か
ら
ど
の
時
代
ま
で
行
わ
れ
た
か
と

い
う
点
に
つ
い
て
、
ま
た
、
退
行
形
の
地
方
的
性
格
と
基
準
に
つ
い
て
著
者
の

見
解
を
よ
り
細
か
く
敦
え
て
ほ
し
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
原
始
古
代
に
お
け
る

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
文
化
を
探
る
最
も
よ
い
手
段
の
一
つ
に
な
る
か
ら
で
あ
る
．
、
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こ
の
よ
う
な
願
い
は
、
筆
者
と
い
え
ど
も
、
資
料
数
が
少
く
、
出
土
状
況
の
明

ら
か
で
な
い
現
在
、
困
難
な
こ
と
は
よ
く
解
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
著
者

な
ら
で
は
の
仕
事
で
あ
る
し
、
ま
た
近
ご
ろ
黄
海
難
山
郡
御
水
区
の
箱
式
石
棺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヱ

か
ら
3
1
a
が
、
ま
た
昼
鳶
昌
原
郡
鎮
東
面
の
南
方
式
支
石
墓
か
ら
H
の
出
土
し

た
こ
と
が
朝
鮮
の
学
術
雑
誌
に
報
ぜ
ら
れ
て
お
り
、
わ
が
国
で
も
伝
慶
州
出
土

や
俵
全
羅
道
出
土
そ
の
他
の
聞
新
資
料
に
接
し
た
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
資
料
も

し
だ
い
に
累
積
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
と
共
に
知
り
た
い
の
は
石
剣
と
ほ
と
ん
ど
必
ず
共
饗
す
る
磨
製
石
鍛
の

性
格
で
あ
る
。
朝
鮮
の
磨
製
石
黄
も
ま
た
半
島
に
通
ず
る
壷
一
性
と
、
地
域
ご

と
の
特
殊
な
顔
つ
き
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
石
剣
と
石
鐡
を
と
も

に
究
め
、
両
嚇
の
根
関
関
係
を
明
ら
か
に
す
れ
ば
、
石
剣
の
性
格
は
一
層
明
る

さ
を
増
す
と
共
に
、
石
剣
文
化
の
地
域
的
性
格
に
関
す
る
理
解
も
深
ま
る
こ
と

と
思
わ
れ
る
。

　
そ
の
他
、
地
域
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
何
故
、
西
鮮
で
は
A
形
が
主
と
な
っ

た
の
に
、
南
鮮
で
は
B
形
の
み
が
流
行
し
た
か
、
そ
の
必
然
性
に
つ
い
て
の
著

者
の
晃
解
も
聞
き
た
か
っ
た
し
、
一
別
a
が
A
a
よ
り
お
く
れ
る
理
由
や
、
B

形
の
初
期
の
発
生
地
と
流
行
地
の
関
係
な
ど
も
少
し
積
極
的
に
知
り
た
い
一

も
つ
と
広
く
は
、
石
剣
の
祖
形
が
細
形
銅
剣
と
す
れ
ば
、
そ
れ
と
伴
星
す
る
こ

と
の
多
い
銅
鉾
が
半
島
で
取
り
い
れ
ら
れ
な
か
っ
た
理
由
－
石
剣
の
中
に
は

銅
鉾
の
形
に
似
て
い
る
の
も
二
三
あ
る
一
も
、
繋
筋
な
が
ら
聞
き
た
い
こ
と

の
一
つ
で
あ
る
。

　
聞
き
た
い
こ
と
は
、
他
に
も
ま
だ
あ
る
が
、
終
り
に
一
つ
つ
け
た
す
と
、
磨

製
石
剣
祉
会
と
対
立
す
る
銅
剣
・
銅
鉾
祇
会
を
、
著
者
は
征
福
者
の
社
会
と
規

定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
重
要
な
規
定
で
あ
っ
て
、
そ
う
だ
と
す
る
と
、
朝
鮮
の

原
始
古
代
琶
会
史
は
、
こ
れ
を
軸
と
し
て
興
味
あ
る
展
開
を
す
る
か
も
知
れ
な

い
。
著
者
は
こ
れ
を
ど
の
よ
う
な
性
格
の
征
服
者
と
考
え
て
お
ら
れ
る
の
か
、

文
字
通
り
の
外
来
武
力
征
服
者
か
、
あ
る
い
は
外
来
移
往
者
か
、
も
少
し
間
口

を
ひ
ろ
げ
て
土
著
斑
中
の
強
力
な
支
配
潜
も
含
ま
れ
て
い
る
の
か
、
を
語
っ
て

ほ
し
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
石
剣
社
会
の
性
質
も
宿
ら
定
ま
っ
て
く
る

で
あ
ろ
う
。
筆
者
は
、
従
来
よ
り
他
の
点
か
ら
も
銅
剣
銅
鉾
文
化
中
に
外
来
的

な
支
配
者
の
要
素
を
認
め
る
こ
と
に
大
き
な
魅
力
を
感
じ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、

今
一
歩
、
精
密
を
期
し
た
く
、
裏
付
け
の
増
す
の
を
待
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
、
著
者
は
本
書
に
お
い
て
、
考
古
学
を
通
じ
て
、
朝
鮮
原
始
古
代

史
の
一
つ
の
重
要
な
墓
礎
を
築
き
あ
げ
、
さ
ら
に
そ
の
上
に
建
て
ら
る
べ
き
建

築
に
つ
い
て
、
種
々
の
緊
要
な
問
題
を
提
供
し
た
、
、
こ
の
建
築
は
、
つ
づ
い
て

著
者
に
よ
っ
て
築
き
上
げ
ら
れ
る
の
が
最
も
望
ま
し
い
が
、
同
時
に
朝
鮮
古
代

史
や
考
古
学
の
研
究
に
た
ず
さ
わ
る
も
の
の
共
に
考
え
る
べ
き
命
題
で
あ
ろ
う
“

　
な
お
、
本
文
の
中
に
挿
図
が
あ
れ
ば
、
読
者
の
理
解
を
一
翼
助
け
た
で
あ
ろ

う
し
、
ナ
カ
ゴ
式
・
ッ
カ
式
の
用
藷
は
有
歯
式
・
有
聡
慧
に
統
一
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。
　
用
語
の
う
ち
一
、
　
二
筆
者
と
概
念
を
こ
と
に
す
る
も
の
が
あ
っ
た
が

－
例
え
ば
組
合
せ
式
箱
形
石
棺
や
石
室
の
性
質
1
こ
れ
は
本
文
の
論
旨
に

は
あ
ま
り
関
係
が
な
い
か
ら
触
れ
な
い
。

　
最
後
に
、
こ
の
貴
重
な
労
作
に
赦
し
て
な
し
た
筆
螺
の
紹
介
の
し
か
た
に
、

も
し
誤
り
が
あ
れ
ば
許
さ
れ
た
い
。
ま
た
著
者
に
対
す
願
望
も
、
無
理
な
注
文

で
あ
れ
ば
寛
恕
さ
れ
ん
こ
と
を
希
っ
て
い
る
。
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