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韓
国

に
は
、
飲
酒

に
ま

つ
わ
る
話
が
多
く

あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
イ
ギ
ョン
チ
ャ
ン

こ
れ
ら

の
話
を
集

め
た
文

献
と

し
て
、
李
景
燦

の

　
　
　
　
　
　
　
　

イ
ウ
　エ　
ス
ほ
か

『韓
国
人

の
酒
道
』
、
李
外

秀
外

に
よ

る

『
エ

ッ
セ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ソ
ド
ン
ヨ
ン

イ

・
酒
』

と
い

っ
た
著
作
や
、
徐
熾
永

の

「韓
国

の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

イ
フ
ン
ジ
ョン

飲
酒
礼
法

に
関
す
る
考
察
」
、
李
動
鐘

の

「酒
と
礼

節
」

な

ど

の
論

文

が
あ

る

。

そ
れ

ら

の
中

に

は
、

ヤ
ン
ジ
ュ
ド
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ク
ド
ゥ
ジ
ン

梁
柱
東
の

『文
酒
半
生
記
』
、
朴
斗
鎮
の

「酒
縁
記
」
、

ビ

ョ
ン
ヨ
ン
ノ

†
榮
魯
の

「酩
酊
四
〇
年
」
な
ど
、
酒
を
友
と
し
て

人
生
を
歩
ん
で
き
た
作
家
や
詩
人
に
よ
る
随
筆
や
、

チ

ョ
ジ

フ

ン

趙
之

薫

の

一酒
道

有
段
」
、

チ

ェ

・
ス
ン
ボ

ム

の

「酒
中
守
則
」

な
ど

、
酒
は
か
く
飲

む
べ
し
を
綴

っ

た
も
の
が
よ
く
と
り
あ
げ
ら
れ
て

い
る
。

　
韓
国

の
文
人
た
ち
に
よ

っ
て
書
か
れ
た
、
酒
を

い

か
に
楽

し
む
か
、
酒
は
い
か
に
飲
む
べ
き
か
と

い
っ

た
話
に
は
、

二

つ
の
特
色

が
見
ら
れ

る
。

一
つ
は
、

と
そ

の
教
説

で
あ
り
、

中
国
で
は
漢
の
時
代
に

政
治
権
力
と
結
び

つ
き
、

封
建
社
会
を
特
徴
づ
け

る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し

て
の
地
位
を
確
立
し
た

が
、
そ
の
後
二
五
〇
〇

年
の
間
に
何
度
も
批
判

さ
れ
、

一
九
六
〇
年
代

か
ら
七
〇
年
代
に
か
け

て
孔
子
と
儒
学
者
を
批

◆図表1　 朝鮮半島

は
じ
め
に

孔
子
や
老
荘
思
想
、
李
白
や
杜
甫
、
林
語
堂
な
ど
、

中
国
の
飲
酒
論
が
多
く
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
も
う

一
つ
は
、
『韓
国
人
の
酒
道
』
と
い
う
本

の
中
に
も

「
ソ
ン
ビ

(儒
学
者
)
社
会
の
酒
道
」
と

い
う
章
が
も
う
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
儒
教
の
教

え
に
則

っ
た
酒
の
礼
節
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

　
儒
教
は
孔
子
を
創
始
者
と
す
る
実
践
的
倫
理
思
想

判
す
る

一批
孔
批
林
」
運
動
が
展
開
さ
れ
、
孔
子
は

完
全
に
葬
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

一
方
韓
国
で
は
、
李

朝
五
〇
〇
年
の
間
儒
教
を
国
教
と
し
、
孔
子
と
儒
教

を
信
奉
す
る
人
々
を
養
成
す
る

「郷
校
」
が
各
地
に

建
て
ら
れ
、
そ
の
教
え
は
社
会
の
す
み
ず
み
に
ま
で

浸
透
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
現
在
も
社
会
倫
理
、

生
活
規
範
の
本
と
な
り
、
礼
節
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な

形
で
生
き
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
韓
国
社
会
に
お
い

朝
欝
獺
轟

爾
匪
難
賑
艶
聾
物
簸
助
難
藤
潔

鱗
国
搬
難
灘
灘
鰻
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韓
国
で
は
、
酒
場
に
お
い
て
独
り
酒
と

い
う
姿
を

見
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な

い
。
人
が
集
ま
り
、
そ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
かん
かん
がく
が
く

て
酒
を
楽

し
む
。
多
く
の
場
合
、
そ
れ
は
侃
侃
謬
誇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
ん
け
んご
う
ご
う

の
議
論
を
伴

い
、
時
と
し
て
喧
喧
鴛
鴛
た
る
様
相
を

呈
し
て
く
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
チ
ェキ
ル
ソ
ン

　

文
化
人
類
学
者

の
崔
吉
城
は

「韓
国
に
お
け
る
酒
」

と

い
う
論
文

に
お

い
て
、
「酒
は
他

の
物

に
比

べ
て

誰

に
で
も
す
す

め
や
す

い
性
格
を
も

っ
て

い
る
。

ス

ル
イ

ン
シ
ム

(酒
人
心
)
と

い
う
言
葉
は
こ
の
こ
と

を
意
味
す
る
。

(中
略
)

一
人
で
飲

む
よ

り
は
、
他

人
と
交
盃
し
な
が
ら
社
会
的
交
際

、
あ
る

い
は
集
団

的
雰
囲
気
に
合
う
よ
う
に
酒

の
効
果
を
発
揮
さ
せ
る

こ
と
が
、
酒
を
飲
む
こ
と
に
関
し
て

一
般
的
に
望
ま

れ

て
い
る

こ
と
で
あ
る
」

[崔
吉
城

　

一
九
七
六

・

一
九
]

と

述

べ
て

い
る
。

ま

た

、
社
会

学

者

の

チ

ェ
ジ

ェ
ソ
ク

崔
在
錫
も
、
そ

の
著

『韓
国
人
の
社
会
的
性
格
』

の

中
で
、
韓
国
社
会

で
の
酒

の
効
用
に

つ
い
て
、
そ
の

第

一
に
共
同
体

の
結
束

の
促
進
を
あ
げ
、

「飲

み
た

く
な

い
酒

で
も
、
自
分
の
集
団
や
共
同
体
の
た
め
に

は
飲
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
酒
に
よ

っ
て
は
じ
め
て

か
た
く
る
し
く
気
づ
ま
り
な
雰
囲
気
を
融
和
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。

い
ま

で
も

た

い
て
い
の
宴
会

は
、

韓
国
社
会
に
お
け
る
飲
酒

て
、
こ
う
し
た
儒
教
の
教
え
と
関
連

し
て
、
酒

の
作

法
が
ど
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
か
を
見

て
み
る

こ
と
に
す
る
。

　

韓
国
社
会

で
は
、
こ
の
よ
う
に
他
人
と

一
緒

に
酒

を
飲
む

こ
と
が

一
般
的
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合

に
最

も
強
調
さ
れ
る
の
が
儒
教
的
な
礼
儀
で
あ
る
。
こ
と

に
オ
ル
ン

(年
長
者
、
目
上
の
者
)
と

一
緒

の
酒
席

に
お

い
て
は
、
必
ず
両
手
を
添
え
て
酌
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
し
、
飲
む
時
は
目
上
の
者
と
顔
を
合
わ

せ
な

い
よ
う
に
し
て
、
必
ず
横
を
向
く
か
あ
る

い
は

後
ろ
を
振
り
返
る
よ
う
な
姿
勢

で
飲
ま
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
。
ま
た
、
目
上

の
者
と

一
緒

の
席

で
酔

っ
ぱ

ら

っ
て
礼
儀
を
忘
れ

る
こ
と
は
、
こ
の
上
も
な

い
失

態
と
み
な
さ
れ
る
。

　

酒

に
お

い
て
儒

教
的
な
礼
儀
を

教
え
る
言
葉
が

、

噛酒
は
オ

ル
ン
の
前
で
習

え
」

で
あ
る
。
韓
国

の
農

村
生
活
を
通
し
て
、
そ
こ
に
生
き
る
人
々
の
生
活
を

活

写

し

た
嶋

陸
奥

彦

は

、

こ

の
言
葉

の
意
味

を

、

「酒
を
飲
む
と
酔

っ
ぱ
ら

っ
て
礼
儀
に
は
ず
れ

る
行

二
　
酒
は
オ
ル
ン
の
前
で
習
え

酒
が
飲
め
る
飲
め
な

い
に
か
か
わ
ら
ず

、
酒
ひ
と

つ

に
よ

っ
て
統

一
さ
れ
て

い
る
の
が

つ
ね
で
あ
る
。
酒

の
飲
め
な

い
者
は
話
し
相
手
に
も
な
ら
ず
、
正
常
な

成
員

と
み
な
し
て
も
ら
え
な

い
場
合
が
あ
る
」

[崔

在
錫

一
九
七
七

・
一
七
六
]
と
述

べ
て
い
る
。

つ
ま

り
、
韓
国
社
会

で
は
、
酒
は
ま
ず
独
り

で
飲
む
も
の

で
は
な
く
他
人
と
共
に
飲
む
も

の
で
あ
り
、
ま
た
酒

を
飲
ま
な

い
も

の
は
共
同
体

の
成
員
と
し
て
も
認
め

ら
れ
な

い
の
で
あ
る
。

◆写真1　 左手を添 えて、右手で酒を注 ぐ 動
に
出
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
オ

ル
ン
、
す
な
わ

ち
年
長
者

の
い
る
と
こ
ろ
で
は
常
に
礼
儀
作
法
に
気

を
配

っ
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
酒
に
飲
ま

れ
な
い
よ
う
に
緊
張
す
る
こ
と
に
な
る
。
だ

か
ら
オ

ル
ン
の
前

で
酒
を
飲
め
ば
、
礼
節
を
ふ
ま
え
て
酒
を

飲

む
習
慣
が

で
き
、
道

に
は
ず
れ
る
こ
と
は
な

い
」

[嶋

　
　一
九
八
五

・
三

七
～
三
八
]

と
解
説

し
、

こ

う
し
た
礼
儀
作
法
が
農
村
に
お

い
て
忠
実

に
守

ら
れ

て
い
る
状
況
を
説
明
し
て
い
る
。

　
近
年
、
都
市

の
方

か
ら
だ
ん
だ
ん
と
儒
教
的
な
礼

儀
作
法
が
薄
れ
て

い
く
傾
向
に
あ

る
と
言
わ
れ

て
い

る
が
、
酒
と
タ
バ

コ
に
関
す
る
礼
儀
作
法
は
都
市
に

お

い
て
も
か
な
り
厳
し
く
守

ら
れ
て
い
る
。
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こ
う
し
た
酒
の
席
で
の
礼
が
、
各
地
で
ど
の
よ
う

に
伝
承
さ
れ
て
い
る
の
か
を
知
る
た
め
に
、
『韓
国

民
俗
綜
合
調
査
報
告
書

(礼
節
篇
)
』
に
よ

っ
て
調

べ
て
み
た
。
こ
の
報
告
書
は
、
総
論
と
基
本
礼
節
に

三

『韓
国
民
俗
綜
合
調
査
報
告

書

(礼
節
篇
)
』
に
書
か
れ
た

酒
礼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
チ
ョ
ンデ
ソン

　
朝
鮮

の
食
文
化
を
研
究
す
る
鄭
大
聲
も

「儒
教
文

化

の

一
つ
と
し
て

一
般
に
日
常

の
礼
俗
作
法
は
き
び

し
か

っ
た
。

い
ま
も
そ
の
名
残
り
が
厳
然
と
し
て
存

在
す
る
。
食
作
法
が
そ
う
で
あ
り
、
酒
を

い
た
だ
く

マ
ナ
ー
も
し
か
り
で
あ

る
」
と
述

べ
、
「父
親
や
年

配
者
の
前
で
は
飲
酒
は
慎

む
の
が
原
則
で
あ
る
」
と

い
う
飲
酒

の
礼
儀

と
と
も
に
、

「来
客

の
接
待

で
の

酒
食
の
も
て
な

し
は
、
男
性
客
に
対
し
て
は
家
人
と

い
え
ど
も
女
性
が
膳

や
料
理
を
運

ぶ
こ
と
は
し
な

い

し
、
酒
を
注
ぐ

こ
と
も
な

い
。
隣
り
部
屋

に
準
備
さ

れ
た
酒
食
類
を
男
性
が
客
前

に
運
び
、
酒
を
注
ぐ

こ

と

に
な

っ
て

い
た
」

[鄭
大
聲

　

　一
九
九

二

・
四
〇

四

一
]
と

い
う
酒
の
接
待
で
の
礼
儀
を
紹
介
し
て
い

る
。

　

こ
の
ほ
か
に
も
、
も
と
も
と
目
上

の
人
に
対
し
て

は
杯
を
合
わ
せ
る
よ
う
な
乾
杯
を
し
な

い
が
、
乾
杯

を
す
る
場
合
に
は
、
相
手
の
杯
よ
り
自
分

の
杯
を
下

に
し
て
乾
杯
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
酒
を
注
ぐ

の
は
、
相
手
の
杯
が
空

い
て
か
ら
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
。
と

い
っ
た
酒

の
席

で
の
礼
儀
は
、
日
常

の

酒
席
で
容
易
に
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

次

い
で
、
韓

国
各
地
方

の
生
活
礼

節
、
儀
礼
礼
節

、

血
縁
礼
節
、
社
会
礼
節
に

つ
い
て
の
調
査
結
果
が
記

述
さ
れ
て
お
り
、
生
活
礼
節
の

一
つ
と
し
て

「酒
法
」

が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
ま
ず
、
韓
国
北
部

に
位
置
す
る
ソ
ウ
ル

・
京
畿

・

江
原
道
で
は
、
「酒
を
飲
む
法

は
、
年
長

の
オ

ル
ン

の
前
で
酒
を
飲
む
こ
と
は
で
き
る
が
、
必
ず
両
手
で

杯
を
受

け
、
後
ろ
を
向

い
て
飲

む
の
が
礼

で
あ
る
。

杯
に
酒
を
注
ぐ
時
は
必
ず
右
手
で
注
ぐ
。
家
庭

で
女

性
が
男
性
に
酒
を
注

い
で
は

い
け
な

い
。

こ
れ
は
地

域
に
関
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
続

い
て
き
た
酒
道

で
あ

る
」

[文
化
財
研
究
所
　

一
九
八
七

・
一
四
六
]
と

書
か
れ
て
い
る
。

　
西
南
部

の
全
羅
道

で
は
、
「今
回

の
調
査
を
総
合

し
て
見
る
と
、
酒
法
と
関
連
し
て
は
大
体
次
の
二
つ

が
問
題
に
な
る
。

一
つ
は
父

の
前

で
息
子
が
酒
を
飲

む
こ
と
が
で
き
る
か
、
も
う

一
つ
は
オ
ル
ン
の
前
で

酒
を
飲
む
時

、
身
体
を
回
し
て
飲
む

の
か
と

い
う
こ

と
で
あ
る
」

[同
右
書

・
二
八
〇
]
。
前
者
に

つ
い
て

は
、

一
こ
こ
湖
南
地
方

で
は
相
当
数

の
礼
文
家
で
父

子
間
で
酒
を
飲
む
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
き
た
こ

と
が
分
か
る
が
、

一
方
で
こ
れ
を
禁
ず

る
家
も

い
く

ら

か
あ

る
こ
と
が
分

か
る
」

[同
右
書

・
二
八

一
]
。

後
者
に

つ
い
て
は
、

「オ

ル
ン
の
前

で
酒
を
飲

む
時

、

身
体
を
回
し
て
飲
ま
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
礼
書
に

書
か
れ

て
い
る
た
め
に
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い

と
い
う
主
張

は
、
全
く
根
拠

の
な
い
主
張
だ
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
今
回

の
調
査

で
、
あ
る
人
は
身
体
を

回
し
て
飲
む
の
が
見
苦
し

い
と

い
う
反
面
、
別

の
人

は
身
体
を
回

し
て
飲
む
の
が
自
然

に
見
え
る
と
い

っ

た
。
結
局
、

こ
の
点
に
関
し
て
は
酒
法
に
よ
る
明
白

な
結
論
は
な

い
こ
と
に
な
り
、
こ
の
地
方

で
は
家
に

よ

っ
て
そ
れ
ぞ
れ
施
行
さ
れ
て
き
て
い
る
と

い
う
し

か
な

い
」

[同
右
書

・
二
八

一
]
と
あ
る
。
父
子
問

で

の
酒
礼
と
オ

ル
ン
の
前

で
の
酒
礼
は

、
礼
文
家

(礼
法

に
精
通
し
そ
れ
を
守

る
人
)

の
間

や
礼
書
で

は
な

い
と
指
摘
す
る
も
の
の
、
こ
の
こ
と
が
議
論
さ

れ
る
こ
と
自
体
、
こ
の
二
つ
の
問
題
が
人
々
に
広
く

認
識
さ
れ
て
い
る
と

い
う
証
左
で
あ
ろ
う
。

　
東
南
部

に
あ
る
慶
尚
道
で
は
、

い
く

つ
か
の
地
方

ご
と
に
調
査
が
な
さ
れ
て
い
る
。
地
方
ご
と
に
調
査

が

な
さ

れ

る

の
も

、
慶
尚

道

が
礼

法

に
厳

し

い

ヤ
ン
バ
ン

「両
班
の
故
郷
」
と
呼
ば
れ
る
由
縁
か
も
知
れ
な
い
。

◆写真2　 五代祖以上の祖先を墓で祀る時亨祭
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◆写真3　 時亨祭での飲福 　
月
城
地
方
で
は
、
■万

一
オ
ル
ン
と
同
じ
場
所
で

酒
を
飲
む
機
会
が
あ
る
時
に
は
、
下
の
人
が
上
の
人

に
ま
ず
杯
を
さ
し
あ
げ
る
。
万

一
オ
ル
ン
が
注
い
で

く
れ
る
時
は
、
杯
を
受
け
て
横
に
若
干
向
い
て
座

っ

て
飲
み
、
そ
の
杯
は
膳
の
上
に
の
せ
ず
膳
の
下
に
置

く
。
オ
ル
ン
が
再
び
酒
を
勧
め
る
時
に
は
、
再
び
膳

の
下
に
置
い
た
杯
に
受
け
る
。
オ
ル
ン
の
前
で
は
三

杯
以
上
飲
ま
な
い
の
が
礼
儀
で
あ
り
、
ま
た
礼
を
知

る
オ
ル
ン
は
三
杯
以
上
勧
め
も
し
な
い
。
万

一
酒
を

飲
め
な
い
と
か
飲
む
の
が
い
や
な
時
に
は
杯
を
受
け

て
膳
の
上
に
の
せ
て
お
き
、
そ
の
状
態
や
都
合
を
オ

ル
ン
に
暗
示
的
に
見
せ
る
。
酒
を
飲
み
空

い
た
杯
を

膳
の
上
に
の
せ
る
の
は
、
み
な
飲
ん
だ
の
で
、
オ
ル

ン
に
さ
ら
に
注

い
で
く
れ
と
い
う
意
味
で
、
非
常
に

失
礼
に
な
る
。
父
子
問
が
酒
を
同
じ
席
で
飲
め
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
ム
ボ
ク

は
、
祭
祀
を
し
た
後
の
飲
福

(直
会
)
の
時
以
外
に

は
絶
対

に
な

い
。

こ
の
飲
福
酒
も
三
杯
以
上
は
飲
ま

な
い
」

[同
右
書

・
四
二

=

。

　
威
陽
地
方
で
は
、
「下

の
人
は
上

の
人
と
酒
を

一

緒
に
飲
む

こ
と
は
で
き
な

い
。
た
だ
飲
福
時
に
は
同

じ
席
で
若

い
入
が
酒
を
飲

ん
で
も
知
ら
な

い
ふ
り
を

す
る
。
礼
法

に
よ
れ
ば
絶
対
に
あ

っ
て
は
な
ら
な

い

が
、
譲
歩
す
る
と

い
う

こ
と
で
あ
る
。
オ
ル
ン
が
飲

福
酒
を
飲
む
時
に
は
若

い
人
が
そ
の
酒
の
世
話
を
す

る
。
世
話
を
す
る
過
程
で
オ
ル
ン
が
酒
を
勧
め
て
も

飲
め
な

い
と
辞
譲
す
る
」

[同
右
書

・
四
二

一
～
二
」
。

　
星
州
地
方

で
は
、
「酒
は
三
杯

以
上
飲
ま
な

い
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
マつと
ロつ

そ
の
理
由
は
最
初
の
杯
は
浩
蕩
さ
せ
、
二
杯
目
は
淫

乱

に
さ
せ
、
三
杯
目

は
狂
わ

せ
る
か
ら
だ
と

い
う
。

年
長

の
人
と
や
む
を
得
ず

酒
を
飲
む
時

は
、
少

し
斜

め
に
身
を
お

い
て
飲

み
、
下

の
人
は

一
杯
以
上

は
飲

ま
な

い
。
な
ぜ
な
ら
二
杯
以
上
飲
む
と
淫
乱
に
な
る

た
め
で
あ
る
。
酒
は
必
ず
下

の
人
が
上
の
人
の
杯
に

ま
ず
注
ぎ
、
下

の
人
が
杯
を
空
け
た
と
し
て
も
、
空

い
た
杯
を
上
の
人
に
勧
め
る
法
は
な

い
。
下
の
人
が

上

の
人

の
前
で
酒
を
飲
む
時
は
、
少
し
ず

つ
飲
ま
ず

一
息
に
飲
む
。
し
か
し
、
同
年
輩
同
士
で
酒
を
飲
む

時
は
、
少
し
ず

つ
飲
ん
で
も
よ

い
。
昔

は
杯
で
身
分

を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
、
両
班
は
銀

の
杯
を
も

っ

て
歩

い
た
と

い
う
。
し
た
が

っ
て
自
分

の
杯

は
自
分

が
持

っ
て
歩

い
た
の
で
、
他
人
に
自
分

の
杯
を
渡
さ

な

か

っ
た

。

こ
れ
を

馬
上

杯
と
呼

ん
だ
」

[同
右

書

・
四
二
二
]
。

　

で
は
、
こ
う
し
た
酒

の
席

で
の
儒
教
的
な
礼
儀
は
、

歴
史
的

に
は
ど

の
よ
う
に
し
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
の

で
あ
ろ
う
か
。

四

儒
教
的
教
化
と
し
て
の
郷
飲

酒
礼

　

安
東
地
方

で
は
、

[祭
祀
を

し
た
後
に
飲
福
す
る

時
以
外
、
父
子
が
同

じ
席
に
座
り
酒
を
飲
む
法
が
な

い
。
飲
福
を
す
る
時
に
は
向
か
い
合

っ
て
飲
む
こ
と

は
で
き
ず

、
必
ず
半
分
は
回

っ
て
飲
ん
だ
。
父
母
や

オ

ル
ン
が
下

の
人
に
酒
を
勧
め
た
と
し
て
も
杯
を
直

接
渡
す

こ
と
は
な
い
。
酒
を
勧
め
る
言
葉
と
と
も
に

　

チ
ュジ
ョン
ジ
ャ

杯
を
酒
煎
子

(酒
を
入
れ
る
や
か
ん
)
の
横
に
お
け

ば

、
酒
を
注
ぐ
下

の
人
や
子
ど
も
が
酒
を
注

い
で
あ

げ

る
。
子
息
が
父
母
や
オ

ル
ン
に
酒
を
さ
し
あ
げ
る

時
に
は
必
ず
杯
に
酒
を
注

い
で
さ
し
あ
げ

る
」

[同

右
書

・
四
二
二
～
三
]
と
、
そ
れ
ぞ
れ
記
載
さ
れ
て

い
る
。

　

最
後

に
、
済
州
道

に
お
い
て
は
、
一家
庭

で
の
特

別
な
酒
道
法
を
教
え
る
場
合

は
稀
で
あ

っ
た
が
、
成

人
に
な
る
と
忌
祭
祀
を
終
え
た
後

一
杯
ず

つ
飲
福
す

る
時
、

一
族

の
オ
ル
ン
の
前
で
酒
道
を
習

い
も
し
た

が
、
郷
校

や
書
堂
な
ど
教
育
機
関
で
習

い
も

し
た
」

[同
右
書

・
四
九
八
」
と
あ
る
。

　
韓
国
に
お
け
る
儒
教

に
基
づ
く
酒
礼
は
、
地
域
に

よ

っ
て
若
干
浸
透
度
に
差
が
み
ら
れ
る
が
、
李
朝
五

〇
〇
年
の
歴
史

の
中
で
、
ほ
ぼ
全
国
津
々
浦
々
に
ま

で
浸
潤

し
た
こ
と
は
間
違

い
な

い
。
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前
述
の
済
州
道
で
の
調
査
報
告
に
あ
る
よ
う
に
、

酒
礼
は
オ
ル
ン
の
前
で
習
う
と
と
も
に
、
郷
校

(地

方
に
あ
る
孔
子
廟
と
そ
れ
に
附
属
し
た
学
校
)
や
書

堂

(漢
文
の
私
塾
、
寺
子
屋
)
な
ど
で
習
わ
れ
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。

　
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
平
木
實
の

「朝
鮮
時
代

の
郷
村
に
お
け
る
儒
教
的
教
化
の

一
側
面
-
郷
飲
酒

儀
礼

・
郷
射
儀
礼
に
つ
い
て
⊥

が
答
え
て
く
れ
る
。

　
平
木
は

■郷
飲
酒
儀
礼
」
を
李
朝
時
代
に
儒
教
的

な
飲
酒
礼
節
を
教
化
す
る
た
め
に
挙
行
さ
れ
た
儀
礼

と
捉
え
る
。
「郷
飲
酒
礼
」
は
、
中
国
の
周
の
礼
法

で
あ
る
六
礼
、
す
な
わ
ち
冠
礼

・
婚
礼

・
喪
礼

・
祭

礼

・
郷
飲
酒
礼

・
相
見
礼
の

一
つ
で
、
年
長
者
を
敬

恭
し
、
老
人
を
孝
養
す
る
義
理
が
あ
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
、
食
べ
物
は
粗
末
に
せ
ず
感
謝
し
て
食
べ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
本
意
を
諭
す
礼
節
で
あ
り
、

韓
末
ま
で
郷
校
や
書
院
で
学
生
た
ち
に
教
科
科
目
と

し
て
教
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
平
木
は

「主
と
し

　
　
ワ
ンジ
ョシ
ル
ロク

て

『王
朝
實
録
』
な
ど
に
み
え
る
基
本
資
料
を
利
用

し
て
史
的
考
察
を
進
め
る
と
と
も
に
、
未
公
開
の
新

資
料
と
し
て
英
祖

一
〇
年

(
一
七
三
四
)
に
江
原
道

鶴
城
舘
で
お
こ
な
わ
れ
た
郷
飲
酒
礼
の
儀
節
を
も
紹

介

・
活
用
し
つ
つ
、
朝
鮮
時
代
の
郷
村
社
会
に
お
け

る
郷
飲
酒
礼
に
つ
い
て
考
察
」

[平
木
　

一
九
九

九

・
二
」
を
試
み
て
い
る
。

　

平
木
に
よ
れ
ば
、
■郷
飲
酒
礼
は
、
高
麗
王
朝
に

代
わ
り
朝
鮮
王
朝
国
家
が
樹
立
さ
れ
た
後
、
第
四
代

の
世
宗
代
に
儒
教
的
な
倫
理

・
道
徳
を
国
民
全
体
に

教
育

・
普
及
す
る
た
め
に
、
そ
の

一
環
と
し
て
郷
村

に
お
い
て
制
度
と
し
て
定
め
ら
れ
、
確
立
さ
れ
て
、

全
国
的
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。

　

こ
の
儀
礼
を
実
施

し
た
目
的
は
、

一
、
長
幼

の
序

を
理
解

さ
せ
る
。

二
、
敬
老

の
精
神

を
培
う
。
三

、

郷
村
に
お
け
る
相
互

の
親
睦
を
深

め
る
。
四
、
尊
卑

の
別
を

理
解
さ

せ
る
。
五

、
孝

道

の
精
神
を
培

う
。

六
、
儀
礼

の
作
法
を
通

じ
て
礼
譲
を
理
解
さ
せ
、
修

養
さ
せ
る
。
な
ど

の
点

に
あ

っ
た
。
こ
う
し
た
徳
目

が
国
民
全
体
に
普
及
す

る
こ
と
に
よ

っ
て
良
俗
が
確

立
さ
れ
、
さ
ら
に
忠
誠
心
が
培
わ
れ
て
王
道
が
容
易

に
達
成
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。

　
王
命
が
下

っ
た
直
後
に
は
、
郷
飲
酒
礼
は
確
実
に

実
行
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
地
方
の
観
察
使
が
と

く
に
重
視
し
た
ば
あ

い
を
除
き
、
時
間
が
た

つ
に
つ

れ
て
疎
か
に
な
る
と
い
う
傾
向
が
あ

っ
た
。
け
れ
ど

も
実
施
さ
れ
た
郷
飲
酒
礼
の
記
録
が
各
地
方
で
作
成

さ
れ
て

い
た
事
実
か
ら
し
て
、
中
央
政
府

に
は
報
告

が
な
く
て
も
実
施
さ
れ
た
と
こ
ろ
が
多
か

っ
た
こ
と

も
事
実
で
あ

っ
た
と

い
え
よ
う
。
さ
ら
に
朝
鮮
時
代

末
期

の
純
祖
代

に
は

い
る
と
、
キ
リ
ス
ト
教
を
邪
教

と
し
て
排
斥
す
る
手
段
と
し
て
、
郷
飲
酒
礼
が
特
に

強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
は
興
味
深

い
事
実

で
あ
る
。

　

民
衆

の
教
化
と

い
う
重
要
な
目
的

・
使
命
を
も
ち
、

実
行
し
よ
う
と
し
た
施
策

で
は
あ

っ
た
が
、
具
体
的

に
ど
の
程
度
実
効
を
あ
げ
た
か
に

つ
い
て
は
、
実
施

す
る
こ
と

の
重
要
性
が
繰
り
返
し
主
張

さ
れ

つ
づ
け

た
こ
と
、
実
施
さ
れ
た
あ
と
、
風
俗
が
改
善
さ
れ
た

と
い
う
報
告
が
な
さ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
国
民

の
儒
教
的
教
化

と
い
う
目
的
を
達
す
る
上
に
、

一
定

の
成
果
が
あ

っ
た
も
の
と
位
置
づ
け
う
る
政
策
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
」
[平
木
　

一
九
九
九

・
二
〇
～

二

=

と
あ
る
。

　
次
に
、
こ
の
郷
飲
酒
礼
が
い
つ
頃
ま
で
行
わ
れ
て

い
た
か
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
栄
太
郎
の
報
告
か
ら
知

る
こ
と
が
で
き
る
。

　
鈴
木
は

「朝
鮮
総
督
府

『朝
鮮
の
郷
土
娯
楽
』

(昭
和

一
六
年
刊
)
に
よ
れ
ば
、
郷
飲
酒
礼
は
郷
土

娯
楽
と
し
て
現
に
各
地
で
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
述

べ
て
い
る
」
と
文
献
の
上
で
は
日
本
植
民
地
時
代
に

お
い
て
も
行
わ
れ
て
い
る
と
記
述
し
な
が
ら
も
、
昭

和

一
八
年
三
月
八
日
か
ら
二
二
日
に
か
け
て
朝
鮮
半

島
を
旅
行
し
た
結
果
、
実
際
に
は

一
い
ず
れ
の
土
地

に
お
い
て
も
郷
飲
酒
礼
に
つ
い
て
聴
取
す
る
こ
と
を

忘
れ
な
か
っ
た
。
(中
略
)
し
か
し
現
在
行
わ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
は

一
カ
所
も
な
か
っ
た
」

[鈴
木
　

一

九
七
三

・
二

一
四
]
と
報
告
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

こ
の
旅
行
の
間
に
数
カ
所
に
お
い
て
郷
飲
酒
礼
に
つ

い
て
の
聞
き
書
き
を
行
い
、
「朝
鮮
に
お
け
る
郷
飲

酒
礼
は
主
と
し
て
文
廟
に
お
い
て
今
よ
り
約
三
、
四

〇
年
前
ま
で
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
趣
旨

に
は
敬
老
と
い
う
事
は
そ
れ
ほ
ど
主
要
な
事
で
は
な

く
、
飲
酒
に
お
け
る
礼
の
修
練
と
い
っ
た
よ
う
な
も

の
で
あ

っ
た
。
日
本
に
お
け
る
茶
道
が
、
茶
を
中
心

と
し
て
の
社
交
生
活
の
芸
術
化
あ
る
い
は
儀
礼
化
と

い
う
な
ら
、
朝
鮮
に
お
け
る
郷
飲
酒
礼
は
酒
を
中
心

と
し
て
の
社
交
生
活
の
芸
術
化
あ
る
い
は
儀
礼
化
と

い
う
事
が
で
き
る
」
[鈴
木
　

一
九
七
三

・
二
二

=

と
述
べ
て
い
る
。
昭
和

一
八
年
、
す
な
わ
ち

一
九
四

三
年
の
調
査
時
か
ら
約
三
、
四
〇
年
前
ま
で
は
郷
飲

酒
礼
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
の
だ
か
ら
、

一
九
〇
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現
在
の
韓
国
社
会
に
お
い
て
、
郷
飲
酒
礼
が

一
部

の
儒
林
を
除
い
て

一
般
の
人
々
に
ど
れ
ほ
ど
知
ら
れ

て
い
る
か
は
疑
問
で
あ
る
が
、
飲
酒
に
際
し
て
は
礼

法
を
守
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
た
強
い
意
識
が
残

さ
れ
、
実
際
の
行
動
と
し
て
儒
教
的
な
礼
法
が
守
ら

れ
て
い
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
で
は
、
韓
国
社
会
で

な
ぜ
か
く
も
儒
教
的
な
礼
法
が
い
ま
だ
に
遵
守
さ
れ

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
そ
の

一
つ
は
、
韓
国
社
会
で
は
儒
教
の
教
え
が
社

会
制
度
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
日

本
で
も

「親
孝
行
」
や

「長
幼
有
序
」
と
い
っ
た
儒

お
わ
り
に

○
年
を
前
後
す
る
頃
ま
で
は
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に

な
る
。

　
さ
ら
に
、
こ
れ
が
行
わ
れ
な
く
な

っ
た
背
景
と
し

て
は
、
「
こ
の
郷
飲
酒
礼
は
、
日
帝

(日
本
帝
国
主

義
)
の
侵
略
を
受
け
た
後
、
義
兵
謀
議
を
す
る
集
ま

り
と
し
て
利
用
さ
れ
も
し
た
。
日
帝
は
憂
国
志
士
を

集
め
る
方
法
と
し
て
こ
の
儀
式
を
利
用
す
る
こ
と
を

摘
発
、
そ
の
後
こ
の
儀
式

の
挙
行
を
禁
止
し
た
」

ソ
ト

ン

ヨ

ン

[徐
熾
永
　

一
九
八
六

・
一
七
四
]
と
い
う
こ
と
が

あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
消
え
た
郷
飲
酒
礼

が

「七
四
年
ぶ
り
の

一
九
七
九
年

二

月

一
〇
日
、

成
均
館
大
学
校
の
明
倫
堂
前
庭
で
韓
国
青
年
儒
道
会

に
よ
り
三
時
間
ほ
ど
所
要
し
て
再
現
さ
れ
た
」

[徐

徽
永
　

一
九
八
六

・
一
七
四
]
と
い
う
報
告
が
あ
る
。

教

の
教
え
に
も
と
つ
く
言
葉
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
祖

先
祭
祀
を
は
じ
め
と
す
る
社
会
制
度
に
ま

で
結
び

つ

か
な
か

っ
た
。
韓
国

で
は
、
親
孝
行

の
教
え
は
、
生

前

の
親

に
対

し
て
だ
け
で
な
く
、
死
後

の
親
に
対
し

て
も
な
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
を
具
現
化
し
た

の
が
祖
先
祭
祀
で
あ
る
。
こ
の
祖
先
祭
祀
が
、
四
世

代
の
間
、
各
祖
先

の
命
日
と
、
元
旦
や
秋
夕

(陰
暦

八
月

一
五
日
)
な
ど
に
家

で
、
五
世
代
以
前

の
前

の

祖

先
た
ち

に
対

し
て
は
、
毎

年

一
定

の
日
に
墓

で
、

執
り
行
わ
れ
る
。
時
ご
と
に
、
酒
の
礼
も
子
々
孫

々

に
教
え
ら
れ

て
き
た
の
で
あ
る
。

　

も
う

一
つ
は
、
行
動
様
式

の
コ
ー
ド
化
が
あ
ろ
う
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
韓
国
で
は
、
酒
を
注
ぐ
時
、
注

が
れ
る
時

に
は
、
片
手

で
は
な
く
、
両
手
を
そ
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
人
に
も

の
を
わ
た
す
時
、

受
け
取
る
時
に
も
、
片
手
で
は
な
く
両
手
を
そ
え
る

の
が
礼
儀

で
あ
る
。
韓
国
で
買

い
物
を
す
る
と
、
レ

ジ

の
女

の
子
が
横
を
向

い
て
友
だ
ち
と
話
な
が
ら
も
、

必
ず
両
手
で
品
物
を
渡
す
姿
を
見

か
け
る
。
心
は
と

も
か
く
、
客

に
対
す

る
礼
儀
と
し
て
の
行
動
様
式
は

し

っ
か
り
と
身
に

つ
い
て
い
る
の
だ
と
感
心
し
て
し

ま
う
。

　
私
自
身
、
日
本
人
同
士

で
お
酒
を
注
ぐ
時

、
注
が

れ
る
時
も
、
自
分

の
左
手
が
必
ず
右
手
に
そ
え
ら
れ

て

い
る
の
に
気
づ

い
て
、
苦
笑

い
す
る
こ
と
が
あ
る
。

す

っ
か
り
韓
国
的
な

マ
ナ
ー
に
な

っ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
こ
う

い
う
場
合

に
は
、
こ
う
い
う
行
動
様
式

を

と
る
と

い
う

コ
ー
ド
が
確

立
し

て
い
る
こ
と

は
、

ど

の
よ
う
に
行
動
し
た
ら
よ

い
か
悩
む
よ
り
、
よ
ほ

ど
楽
で
あ
る
。

こ
う
す
れ
ば
敬
意
を
表
す
行
為
な
の

◆

プ

ロ

フ

ィ

ー

ル

朝

倉

敏

夫

(あ

さ

く

ら

・
と

し

お

)

一
九

五
〇
年
、
東
京

生
ま
れ
。
主

な
編
著
書

に
、
『食

は
韓
国

に
あ

り
』

(弘
文
堂
)
、

『日
本

の
焼
肉
　
韓
国

の
刺
身
』

(農
文

協
)
、
『変
貌

す
る
韓

国
社
会

』

(第

一
書

房
)
な
ど
が
あ
る
。
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だ
と
分
か

っ
て
い
れ
ば
、
そ
の
と
お
り
に
す
れ
ば
よ

い
だ
け
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
酒
の
席
は
お
互
い
敬

意
を
も
て
る
人
同
士
で
飲
む
の
が
な
に
よ
り
と
思
う

の
で
あ
る
。　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

■
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