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韓
愈
に
於
け
る
人
間
存
在
へ
の
思
惟
の
深
化

ー
ー
ー
張
暑
と
の
交
遊
に
関
す
る
詩
文
よ
り
見
て
l
l
l

示日

田

浩

平

中
唐
の
文
豪
韓
愈
（
七
六
八
1

八
二
四
）
が
、
そ
の
朋
友
柳
宗
一
万
と
と
も
に
、
所
謂
る
古
文
復
興
運
動
の
中
で
、
領
袖
的
地
位
に
あ
る
こ

- 90ー

と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
古
文
の
中
で
も
、
彼
は
議
論
体
や
叙
事
体
の
文
章
を
得
意
と
し
て
い
る
が
、
同
様
に
、
韻
文
、
特
に
死
者

を
悲
し
み
悼
む
哀
辞
や
祭
文
と
い
う
文
体
に
も
新
た
な
境
地
を
開
い
て
い
る
。

清
の
乾
隆
・
嘉
慶
を
代
表
す
る
桐
城
派
の
古
文
作
家
、
挑
痛
は
、
先
秦
か
ら
清
に
至
る
模
範
的
文
章
を
集
め
た
『
古
文
辞
類
纂
』
の
白
序

に
於
い
て
、
古
文
を
十
三
類
に
分
ち
、

お
こ
り

・
二
子
乗
舟
有
り
、
皆
な
其
の
原
な
り
。
楚
人
の
辞
至
り
て
工
み
に
し
て

哀
祭
の
類
を
そ
の
末
尾
に
付
し
次
の
如
く
い
う
、
「
哀
祭
類
な
る
者
は
、
詩
に
頭
・
風
有
り
、
黄
鳥

後
世
は
惟
だ
退
之
・
介
甫
而
己
。
」
と
。

」
れ
に
よ
れ
ば
、

詩

経
に
生
じ
、
楚
辞
に
技
巧
的
に
発
展
し
た
哀
祭
の
文
学
は
、
後
世
、
韓
愈
と
宋
の
王
安
石
の
み
が
、
そ
れ
を
代
表
す
る
と
い
う
。

実
際
、
『
古
文
辞
類
纂
』
（
巻
七
十
二
、
七
十
三
〉
を
見
る
と
、
唐
宋
以
降
の
古
文
作
家
で
は
、
韓
念
（
作
品
数
十
一
〉
と
王
安
石
（
作
品

数
十
）
の
作
品
が
大
半
を
占
め
、
敢
て
挙
げ
る
な
ら
ば
、
宋
の
欧
陽
修
（
作
品
数
五
）
が
こ
れ
に
次
ぐ
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う



に
、
挑
蕪
の
評
価
は
、
韓
、
王
の
二
者
を
先
秦
以
後
見
る
べ
き
文
章
の
な
か
っ
た
京
祭
の
分
野
の
傑
出
し
た
も
の
と
考
え
、
復
興
者
と
し
て

の
地
位
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
稿
で
関
心
を
寄
せ
、
論
述
の
柱
と
し
て
用
い
る
「
祭
河
南
張
員
外
文
」
も
挑
璃
の
所
収
に
与
る
一
篇
で
あ
る
が
、
こ
の
文
に
付
さ
れ
た

諸
家
集
評
の
中
の
劉
大
樹
の
評
に
「
祭
文
は
退
之
の
独
檀
、
介
甫
も
亦
た
其
の
似
を
得
た
り
、
欧
公
は
則
ち
平
な
る
を
免
れ
ず
会
。
退
之
の

こ
れ

祭
文
張
員
外
を
以
て
第
一
と
し
、
李
使
君
之
に
次
ぐ
」
と
あ
り
、
祭
文
に
つ
い
て
は
、
師
弟
の
間
で
、
同
一
の
見
解
が
あ
っ
た
と
わ
か
る
で

あ
ろ
う
。

ま
た
、

こ
の
評
に
よ
れ
ば
、
「
祭
河
南
張
員
外
文
」
は
、
韓
愈
の
二
十
五
篇
あ
ま
り
の
祭
文
の
中
で
も
第
一
と
目
さ
れ
て
い
て
興

味
深
い
。
ち
な
み
に
、
第
二
と
目
さ
れ
た
「
李
使
君
」
と
は
、
「
祭
榔
州
李
使
君
文
」
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
に
先
ん
じ
て
、
明
の
茅
坤
は
、
こ
れ
も
ま
た
作
文
の
模
範
集
と
し
て
名
高
い
『
唐
宋
八
犬
家
文
紗
』

を
編
纂
し
て
い
る
が
、

「
祭
河
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南
張
員
外
文
」
は
巻
十
六
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
余
人
の
手
を
経
て
改
編
を
見
、
清
の
沈
徳
滑
に
至
っ
て
成
立
し
、
我
が
国
で
も

江
戸
・
明
治
期
に
和
刻
本
な
ど
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
つ
づ
け
た
『
唐
宋
八
家
文
読
本
』
に
於
い
て
も
、
こ
の
祭
文
は
、
巻
六
に
収
め
ら
れ
て

い
る
。

し
て
み
る
と
、
「
祭
河
南
張
員
外
文
」
は
、
古
文
作
家
た
ち
か
ら
、

名
文
と
し
て
の
高
い
評
価
を
与
え
ら
れ
、

文
集
の
流
布
と
と
も

に
人
々
に
親
し
ま
れ
つ
づ
け
て
い
っ
た
作
品
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
祭
文
は
韓
愈
よ
り
十
歳
ほ
ど
年
長
で
元
和
十
二
年
に
卒
し
た
彼
の
一
交
遊
者
張
署
（
七
五
八
！
八
一
七
〉
と
い
う
人
物
に
対
し
て
書

か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
張
署
の
名
は
、
韓
愈
と
懇
ろ
な
交
遊
を
も
ち
、
詩
人
と
し
て
も
著
名
な
、
例
え
ば
、
孟
郊
、
張
籍
と
い
っ
た
人
々
と

比
較
さ
れ
る
と
、

い
さ
さ
か
影
が
薄
い
。
韓
愈
の
生
涯
が
紹
介
さ
れ
る
場
合
で
も
、
陽
山
（
広
東
省
〉
へ
の
左
遷
時
代
（
都
を
離
れ
て
い
た

期
間
と
考
え
れ
ば
、
す
な
わ
ち
、
貞
元
十
九
年
冬
よ
り
元
和
元
年
六
月
に
至
る
ま
で
の
お
よ
そ
二
年
半
の
こ
と
〉
に
於
け
る
さ
ほ
ど
目
だ
た

ぬ
人
物
と
し
て
、
そ
の
名
を
瞥
見
で
き
る
ぐ
ら
い
な
の
で
あ
る
。
波
潟
、
起
伏
を
繰
り
返
し
、
栄
達
の
道
を
御
し
て
い
っ
た
韓
愈
の
生
涯
よ



り
侃
敵
す
れ
ば
、
こ
の
若
き
日
の
挫
折
は
、
些
細
な
か
す
り
傷
で
あ
り
、
張
署
も
、
所
詮
、
注
目
さ
れ
て
も
さ
れ
な
く
て
も
よ
い
間
奏
曲
的

な
人
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

張
署
が
か
よ
う
に
見
ら
れ
が
ち
で
あ
る
の
は
、
韓
愈
と
の
贈
答
の
詩
が
存
し
た
事
実
が
確
認
で
き
て
も
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
伝
わ
っ
て
い

な
い
と
い
う
こ
と
と
、
・
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
か
、
既
に
、
正
史
の
韓
愈
停
（
『
旧
唐
書
』
巻
一
百
六
十
、
『
新
唐
書
』
巻
一

百
七
十
六
）
に
於
い
て
も
、
彼
の
名
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
が
、

一
方
で
、
元
の
辛
文
房
の
『
唐
才
子
偉
』
に
於
け
る
韓
愈
停
の

如
く
、
張
署
の
た
め
に
附
停
を
末
尾
に
付
し
、
「
時
に
功
曹
張
署
も
亦
た
詩
に
工
み
な
り
。

（

2
）
 

せ
ら
る
。
唱
答
集
中
に
見
ゆ
」
と
、
簡
略
で
は
あ
る
が
、
含
み
を
以
て
、
韓
愈
と
の
交
遊
、
詩
才
、
を
明
示
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
と
こ
ろ

公
と
同
じ
く
御
史
と
為
る
。

又
た
同
じ
く
遷
諦

を
見
る
と
、
張
署
は
、
全
く
関
心
が
寄
せ
ら
れ
ぬ
人
物
で
も
な
か
っ
た
と
わ
か
る
。

後
人
の
張
署
に
対
す
る
評
価
は
と
も
か
く
、
今
、
実
際
に
、
「
祭
河
南
張
員
外
文
」

を
読
ん
で
み
る
な
ら
、

そ
れ
を
補
う
に
足
る
も
の
を

Q
d
 

見
出
せ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
少
な
く
と
も
、
韓
愈
当
人
か
ら
す
れ
ば
、
張
署
は
、
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
認
で
き
る
稀
有
な

交
遊
者
で
あ
っ
た
と
わ
か
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
祭
文
も
、
そ
の
存
在
の
大
き
さ
を
認
識
し
た
上
で
読
ま
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ

る。
祭
文
に
は
、
例
に
よ
っ
て
、
奇
怪
な
表
現
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
執
筆
当
時
五
十
歳
で
あ
っ
た
韓
愈
の
気
塊
も
十
分
に
感
じ

ら
れ
て
、
重
厚
な
趣
き
に
つ
つ
ま
れ
て
い
る
。
無
二
の
親
友
張
署
を
祭
る
に
、
適
っ
た
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
し
ば
し
、
二

人
の
交
遊
の
軌
跡
を
展
望
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

本
稿
の
文
章
の
テ
キ
ス
ト
に
は
、
清
の
馬
其
認
の
『
韓
昌
梨
文
集
校
注
』
（
世
界
書
局
、
民
国
七
十
一
年
）
を
用
い
る
。
「
祭
河
南
張
員
外

文
」
は
、
そ
の
第
五
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
後
出
の
旧
注
と
は
、
明
代
に
広
く
行
わ
れ
た
東
雅
堂
本
『
韓
昌
教
集
』
な
ど
に
見
え
る
所
謂



る
南
宋
以
来
の
注
の
こ
と
で
あ
る
。
『
韓
昌
梨
文
集
校
注
』
に
も
こ
の
旧
注
は
残
さ
れ
、
新
た
に
明
清
の
各
家
の
評
説
が

〔
補
注
〕

と
い
う

か
た
ち
で
、
付
け
加
え
ら
れ
た
。
こ
の
〔
補
注
〕
の
中
に
は
曽
国
藩
の
注
も
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
『
経
史
百
家
雑
紗
』
（
巻
十
六
哀
祭
）

収
め
る
「
韓
愈
祭
河
南
張
員
外
文
」
に
付
さ
れ
た
注
の
こ
と
で
あ
る
。
今
、
こ
れ
を
、
祭
文
の
段
落
分
け
の
た
め
に
用
い
た
。
各
段
の
後
に

例
え
ば
「
以
上
：
：
：
」

ωな
ど
と
挿
入
し
た
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

な
お
、
祭
文
は
長
文
で
あ
る
た
め
に
、
本
稿
で
は
そ
の
書
き
下
し
文
の
み
を
載
せ
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
作
成
に
は
、
清
水
茂
氏
の
『
韓

愈

l
』
（
筑
摩
書
房

一
九
八
六
〉
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

し
ょ
し
ゅ
う
せ
い
し
ゃ
く
て
ん

維
れ
年
月
日
、
彰
義
軍
の
行
軍
司
馬
・
守
太
子
の
右
庶
子
兼
御
史
中
丞
韓
愈
、
謹
ん
で
某
乙
を
遣
わ
し
て
、
庶
蓋
清
酌
の
箕
を
以
て
、
亡

友
故
河
南
県
の
令
張
十
二
員
外
の
霊
を
祭
る
。
貞
元
十
九
に
、
君
、
御
史
と
為
る
。
余
、
無
能
な
る
を
以
て
、
詔
を
同
じ
ゅ
う
し
て
並
び
時

で
い
し

て
り
。
君
、
徳
は
浬
剛
に
し
て
、
標
す
る
こ
と
高
く
し
て
己
を
お
ぐ
。
吾
に
如
か
ざ
る
こ
と
有
れ
ば
、
唾
す
る
こ
と
猶
お
泥
津
の
ご
と
し
。

お

ろ

そ

わ

し

O

み

ず

か

だ

り

余
慧
か
に
し
て
狂
れ
た
り
、
年
未
だ
三
紀
な
ら
ず
。
気
に
乗
じ
て
人
を
加
、
ぎ
、
挟
む
こ
と
無
う
し
て
自
ら
侍
め
り
。
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「
以
上
同
魚
御
史
」
・
・

、2
1
J

・

唱
E
A

’’E
E

、、
え
ん
れ
い

彼
の
椀
嬰
た
る
者
、
実
に
吾
が
曹
を
障
る
。
肩
を
側
だ
て
耳
を
帖
れ
て
、
舌
の
万
の
如
く
な
る
有
り
。
我
は
陽
山
に
落
ち
て
、
以
て
臆
猿

さ

ょ

っ

ぎ

ゃ

く

に
予
た
り
。
君
は
臨
武
に
瓢
る
、
山
林
の
牢
。
歳
弊
し
寒
兇
に
、
雪
虐
し
風
饗
な
り
。
馬
下
に
願
っ
て
、
我
洞
し
君
挑
す
。
夜
は
南
山
に
息

ね

ん

う

う
て
、
同
じ
く
一
席
に
臥
す
。
守
隷
防
夫
、
頂
に
紙
れ
妬
を
交
う
。
洞
庭
浸
汗
と
し
て
、
天
に
粘
し
て
壁
無
し
。
風
津
相
庖
っ
て
、
中
に
震

は

ん

せ

ん

や

の

ぼ

震
を
作
す
。
程
を
追
う
て
盲
進
し
、
阿
川
船
、
箭
の
ご
と
く
に
激
す
。
南
の
か
た
湘
水
を
上
る
、
屈
氏
の
沈
み
し
所
な
り
。
二
妃
行
き
て
迷
い



て
、
涙
縦
、
林
を
染
む
。
山
に
哀
し
み
浦
に
思
い
て
、
鳥
獣
、
音
を
叫
ぶ
。
余
唱
え
君
和
す
、
百
篇
、

吟
に
在
り
。

「
以
上
同
南
遷
」
：
・

(2) 

き

か

ず

き

と

君
は
県
に
止
ま
っ
て
、
我
は
又
た
南
に
険
ゆ
。
鰻
を
把
っ
て
相
飲
む
、
後
期
有
ら
ん
や
無
か
ら
ん
や
。
期
し
て
界
上
に
宿
し
て
、

に

わ

う

で

語
る
。
別
れ
し
よ
り
幾
時
か
、
逮
か
に
察
、
暑
を
変
ず
。
管
を
枕
に
し
て
散
っ
て
眠
り
、
余
に
加
う
る
に
股
を
以
て
す
。
僕
来
っ
て
告
げ
て
言

う

主

や

お

わ
く
、
虎
、
厩
に
入
っ
て
処
る
。
敢
え
て
驚
か
し
逐
う
こ
と
無
う
し
て
、
我
が
践
を
以
て
去
る
と
。
君
の
云
わ
く
、
是
の
物
、
乗
る
に
駿
な

ら
ず
。
虎
取
っ
て
往
き
ぬ
、
来
寅
其
れ
徴
あ
ら
ん
。
我
預
め
此
こ
に
在
っ
て
、
君
と
倶
に
屑
け
ん
と
。
猛
獣
果
し
て
信
あ
り
、
悪
ん
ぞ
祷
っ

た
。

て
懲
ま
ん
。
「
以
上
在
陽
山
臨
武
時
相
約
曾
於
境
上
」
：
：
：

ω

と

こ

ろ

ち

ん

そ

そ

余
は
嶺
中
よ
り
出
で
、
君
は
州
下
に
挨
つ
。
借
に
江
陵
に
探
た
り
、
余
が
望
む
者
に
非
ず
。
榔
の
山
奇
変
に
し
て
、
其
の
水
清
く
写
ぐ
。

よ

あ

ぼ

し

い

砂
に
泊
り
石
に
借
っ
て
、
遣
う
こ
と
有
っ
て
捨
つ
る
こ
と
無
し
。
衡
陽
に
酒
を
放
ま
ま
に
し
て
、
熊
の
ご
と
く
に
抱
え
虎
の
ご
と
く
に
嘩

ぽ

っ

ち

ゅ

う

い

も

う

ま

か

き

ゅ

う

り

ん

白

き

ゆ
。
令
章
を
存
せ
ず
し
て
、
罰
筆
町
、
蛸
毛
の
ご
と
し
。
舟
を
湘
流
に
委
せ
て
、
往
い
て
南
獄
を
観
る
。
雲
壁
漂
澄
と
し
て
、
湾
林
に
擢
ん
づ

と

こ

ろ

だ

い

で

ん

あ

つ

ら

い

白

こ

ほ

れ

ん

ば

ん

し

ゃ

し

ゅ

る
依
な
り
。
風
を
大
湖
に
避
け
て
、
七
日
鹿
角
に
お
い
で
す
。
大
鮎
を
鈎
り
登
ぐ
、
怒
れ
る
頬
は
一
本
の
殉
ゆ
る
が
ご
と
し
。
融
問
盤
灸
酒
、
群

奴
、
啄
に
徐
す
。
官
に
階
下
に
走
っ
て
、
首
下
り
尻
高
し
。
馬
よ
り
下
っ
て
塗
に
伏
し
て
、
従
事
是
こ
に
遭
う
。

一
タ
相
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「
以
上
同
按
江
陵
、

同
遊

南
岳
洞
庭
」
：
：
：

ω

や

ま

晶

予
は
博
士
に
徴
さ
る
、
君
は
使
を
以
て
己
む
。
京
師
に
相
見
ゆ
る
、
願
い
の
始
め
に
過
ぎ
た
り
。
東
生
に
分
教
せ
し
と
き
に
、
君
は
薙
に

お

も

て

そ

む

捻
と
し
て
首
た
り
。
両
都
相
望
む
、
別
れ
に
於
い
て
何
か
有
ら
ん
。
手
を
解
き
面
も
背
け
て
、
遂
に
十
一
年
な
り
。
君
出
づ
れ
ば
我
入
る
、

さ

か

や

ま

相
避
く
る
が
如
く
然
り
。
生
き
て
閥
り
死
し
て
休
む
、
呑
ん
で
復
た
宣
ベ
ず
。
「
以
上
自
京
別
後
、
途
不
復
見
」
：
：
：

ω

け

つ

だ

っ

（

5
）

あ

つ

う

っ

た

ぼ

う

ろ

う

刑
官
の
属
郎
、
章
を
引
い
て
許
奪
す
。
権
臣
愛
せ
ず
し
て
、
南
康
に
是
れ
斡
せ
り
。
条
を
明
ら
か
に
し
獄
え
を
謹
む
、
根
源
、

戸
に
歌



も

れ

い

ほ

う
。
用
っ
て
濯
浦
に
遷
さ
れ
て
、
人
の
為
に
窪
い
を
受
く
。
還
っ
て
東
部
に
家
す
、
起
っ
て
河
南
に
令
た
り
。
屈
し
て
後
生
を
拝
す
、
憤
り

の
堪
え
ざ
る
所
な
り
。
麗
し
ぼ
正
を
以
て
免
ず
、
身
伸
び
事
差
し
。
克
に
死
し
て
昇
ら
ず
。
執
れ
か
善
を
為
す
こ
と
を
勧
め
ん
。

「
以
上
張

之
末
路
、
療
倒
而
死
」
：
：
：

ωかた
じ

け

よ

ま

っ

き

か

ず

き

み

ず

丞
相
南
討
す
、
余
、
司
馬
を
序
の
う
す
。
兵
を
大
梁
に
議
し
て
、
走
っ
て
洛
下
を
出
づ
。
突
し
て
樗
に
懲
ら
ず
、
実
り
翠
を
親
か
ら
せ

モ士

ず
。
其
の
子
を
撫
で
ず
、
葬
む
る
に
野
に
送
ら
ず
。
君
を
望
ん
で
懐
い
を
傷
ま
し
め
、
蹟
つ
る
こ
と
潟
ぐ
が
如
き
有
り
。
君
が
績
を
銘
し

な

ん

う

ら

て
、
石
を
壌
中
に
納
る
。
愛
に
祖
考
に
及
ぶ
ま
で
、
徳
と
事
功
と
を
紀
す
。
外
、
後
世
に
著
わ
し
て
、
鬼
神
与
に
通
ぜ
ん
。
君
其
れ
実
ぞ
憾

う

ち

か

ん

が

み
ん
、
余
を
衷
に
望
み
ざ
ら
ん
や
。
「
以
上
紋
哀
」
：
；
：
的

ね

が

う

鳴
呼
、
哀
し
い
か
な
、
尚
わ
く
は
饗
け
よ
。

以
上
が
こ
の
祭
文
の
全
て
で
あ
る
。

『
経
史
百
家
雑
紗
』

で
こ
の
祭
文
に
施
さ
れ
て
い
る
曽
国
藩
の
注
は
、
同
じ
く
張
署
の
死
と
と
も
に
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書
か
れ
た
「
唐
故
河
南
令
張
君
墓
誌
銘
」
（
巻
二
十
惇
誌
下
）
に
も
見
え
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
曽
国
藩
は
、
墓
誌
銘
に
も
関
心
を
寄
せ
つ
つ
、

祭
文
に
段
落
分
け
を
施
し
た
と
わ
か
る
。
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
か
彼
の
区
切
り
方
は
、
実
に
当
を
得
て
い
る
と
私
は
思
う
。

祭
文
は
、
読
後
、
と
も
す
る
と
、
左
遷
期
に
於
け
る
韓
愈
と
張
署
と
の
連
綿
た
る
交
遊
の
み
が
注
視
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、

貞
元
十
九
年
の
冬
監
察
御
史
だ
っ
た
二
人
が
御
史
台
よ
り
左
遷
さ
れ
て
以
後
、
南
山
、
洞
庭
湖
、
湘
水
を
経
て
、
陽
山
、
臨
武
（
湖
南
省
）

に
そ
れ
ぞ
れ
辿
着
く
ま
で
の
道
程
の
様
子
、
左
遷
先
に
於
い
て
、
約
束
し
て
県
境
で
宿
泊
し
た
と
き
の
様
子
、
召
還
さ
れ
る
に
至
り
、
帰

旅
、
榔
州
を
経
て
湘
水
を
下
り
、
衡
陽
、
衡
山
、
洞
庭
湖
で
遊
覧
を
重
ね
江
陵
に
到
着
す
る
ま
で
の
様
子
等
々
が
、
具
体
的
に
そ
れ
ぞ
れ
の

地
で
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
交
え
つ
つ
、
事
細
か
に
描
か
れ
て
お
り
、
読
者
は
、
こ
の
期
の
二
人
の
親
密
さ
が
強
く
印
象
に
残
る
か
ら
で
あ
る
。



三
島
中
洲
が
、
こ
の
祭
文
に
段
落
分
け
を
施
し
た
も
の
（
『
唐
宋
八
家
文
読
本
』
冨
山
房
「
漢
文
大
系
」
一
二
〉

な
ど
は
、

左
遷
期
が
特
に

意
識
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
、
三
島
の
段
落
分
け
の
す
べ
て
を
示
し
て
み
る
。

「
維
れ
年
月
日
」
よ
り
「
挟
む
こ
と
無
う
し
て
自
ら
侍
め
り
。
」
に
至
る
ま
で

〔
第
一
段
、
殺
ニ
剛
直
↓
〕

「
彼
の
椀
嬰
た
る
者
」
よ
り
「
呑
ん
で
復
た
宣
べ
ず
。
」
に
至
る
ま
で

〔
第
二
段
、
紋
ニ
販
難
↓
〕

「
刑
官
の
属
郎
」
よ
り
「
蹟
つ
る
こ
と
潟
ぐ
が
如
き
有
り
。
」
に
至
る
ま
で

〔
第
三
段
、
悲
一
一
其
憤
死
↓
〕

「
君
が
績
を
銘
し
て
」
よ
り
「
尚
わ
く
は
饗
け
よ
。
」
に
至
る
ま
で

〔
第
四
段
、
一
一
一
口
一
一
徳
功
一
慰
v
憾。〕

こ
の
区
切
り
方
は
、

四
つ
の
段
の
中
で
も
、
第
二
段
に
重
き
を
置
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
第
二
段
の
内
容
と
言
え
ば
、
長
安
か
ら
南
方

の
左
遷
地
に
赴
く
ま
で
の
一
連
の
交
遊
、

一
夜
の
県
境
に
於
け
る
語
ら
い
、
大
赦
に
遭
っ
た
後
の
北
上
時
に
重
ね
た
遊
覧
、
江
陵
に
於
け
る

後
の
展
開
も
、
全
て
が
こ
の
中
に
収
め
ら
れ
る
。
こ
の
内
容
は
、

ち
な
み
に
曽
国
藩
の
区
分
に
し
た
が
う
と
、

ωの
段
か
ら

ωの
段
ま
で
が
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二
人
の
仕
事
ぶ
り
、
遅
れ
た
都
で
の
再
会
、
擦
れ
違
い
の
官
途
、
十
一
年
後
の
張
暑
の
死
、
と
い
う
よ
う
に
、
左
遷
時
代
の
交
遊
も
、
そ
の

こ
れ
に
相
当
し
て
し
ま
う
。

ま
た
、
「
祭
河
南
張
員
外
文
」
の
題
下
の
主
意
に
は
、
「
言
下
己
血
ハ
v
張
共
以
一
一
剛
直
一
同
中
顛
難
ど
と
あ
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
左
遷
と
い
う

間
航
難
が
い
よ
い
よ
強
く
意
識
さ
れ
て
、
段
落
分
け
が
施
さ
れ
て
い
る
と
わ
か
る
。

確
か
に
こ
の
祭
文
は
、

か
よ
う
な
左
遷
時
代
重
視
の
読
ま
れ
方
を
さ
れ
る
と
し
て
も
、
主
旨
か
ら
は
ず
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
し
、
も

っ
と
も
な
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
作
品
の
鑑
賞
と
い
う
点
で
い
さ
さ
か
狭
障
な
読
ま
れ
方
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま

L、。
そ
の
点
、
曽
国
藩
の
区
分
の
仕
方
と
各
段
の
要
約
は
、
巧
み
で
あ
る
。
長
安
再
会
後
の
二
人
の
交
遊
の
行
方
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。
す



な
わ
ち
、
「
以
上
白
京
別
後
、
途
不
復
見
」
：
：
：
ゆ
と
い
い
、
加
え
て
、
「
以
上
張
之
末
路
、
深
倒
而
死
」
：
：
：

ωと
い
う
。
こ
の
二
つ
の
段

の
設
定
に
よ
っ
て
、
祭
文
は
、
長
安
に
於
け
る
別
離
後
の
交
遊
が
、
そ
れ
ま
で
と
は
対
照
的
に
意
外
な
展
開
に
及
ん
だ
こ
と
、

の
み
な
ら

ず
、
張
署
の
悲
運
の
末
路
ま
で
も
が
意
識
さ
れ
て
読
ま
れ
て
い
る
と
わ
か
る
。
祭
文
は
、
左
遷
期
の
み
が
注
視
さ
れ
る
読
ま
れ
方
に
比
べ

て
、
幅
の
あ
る
作
品
と
し
て
鑑
賞
に
耐
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

実
際
、
「
祭
河
南
張
員
外
文
」
と
こ
の
祭
文
を
補
足
す
る
関
係
に
あ
る
「
唐
故
河
南
令
張
君
墓
誌
銘
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
本
文
、

及
び
、

双

方
に
付
さ
れ
た
旧
注
を
た
よ
り
に
、
こ
の
二
つ
の
段
落
で
叙
べ
ら
れ
た
韓
愈
と
張
署
と
の
事
状
を
整
理
し
て
み
た
場
合
、
前
段
は
、
祭
文
に

「
君
出
事
つ
れ
ば
我
入
る
、
相
避
く
る
が
如
く
然
り
」
と
あ
る
よ
う
に
相
会
う
こ
と
を
切
望
す
る
二
人
に
と
っ
て
は
、
皮
肉
さ
な
が
ら
の
擦
れ

違
い
の
交
遊
に
至
る
こ
と
と
し
て
、
と
ら
え
ら
れ
、
ま
た
、
後
段
は
、
中
央
に
於
い
て
国
家
中
堅
の
職
務
を
し
た
た
か
に
歴
任
す
る
韓
愈
と

は
対
照
的
に
、
地
方
官
に
甘
ん
じ
る
こ
と
の
多
い
張
署
の
不
遇
な
末
路
と
し
て
、
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
曽
国
藩
の
要
約
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は
、
簡
略
で
は
あ
る
が
相
応
し
く
、
祭
文
の
鑑
賞
に
対
し
て
も
、
示
唆
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
言
え
よ
う
。
曽
国
藩
に
は
、
こ
の
祭
文
の

中

一
人
の
人
間
の
一
生
が
複
眼
的
に
、
そ
し
て
、
豊
か
に
拍
か
れ
て
い
る
と
い
う
見
方
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
れ
ば
こ

そ
、
こ
う
し
た
適
切
な
段
落
分
け
と
要
約
が
な
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
祭
文
は
、
長
安
に
於
け
る
張
署
と
の
別
離
後
、
十
一
年
を
経
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
十
一
年
と
い
え
ば
、

二
人
の
心
の
冷
却
が
十
分
に
推
測
で
き
る
歳
月
で
あ
る
。
こ
の
間
、
韓
愈
は
、
職
務
が
か
な
り
転
々
と
し
、
そ
の
環
境
も
人
間
関
係
も
変
化

し
複
雑
に
な
っ
て
い
っ
た
。
嘗
て
の
一
交
遊
者
で
あ
る
張
署
と
の
距
離
も
、

一
応
遠
の
い
た
と
考
え
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
そ
の
場
合
、
張

署
の
死
に
当
面
し
て
祭
文
が
書
か
れ
た
と
し
て
も
、
作
品
は
、
冷
静
な
筆
の
運
び
に
よ
っ
て
、
案
外
、
装
飾
を
凝
ら
し
た
技
巧
的
な
も
の
か

ら
は
離
れ
、
単
調
な
も
の
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。



し
か
し
、
こ
う
し
た
心
の
隔
た
り
を
補
う
事
実
も
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
十
一
年
の
聞
に
、
張
署
に
と
っ
て
最
後
の
職
務
と
な
っ
た

河
南
県
の
令
を
、
元
和
五
年
に
い
ち
は
や
く
韓
愈
は
経
験
し
て
い
て
、
馴
染
み
が
あ
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
、
韓
愈
は
祭
文
執
筆
当
時
、
御

史
台
に
於
い
て
御
史
中
丞
の
職
を
も
兼
任
し
て
お
り
、
嘗
て
の
監
察
御
史
よ
り
左
遷
さ
れ
た
事
件
を
想
起
す
る
場
合
に
も
、
特
別
な
感
慨
を

抱
き
易
い
境
遇
に
身
を
置
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
更
に
、
「
唐
故
河
南
令
張
君
墓
誌
銘
」
に
は
、
「
念
、
前
に
君
と
与
に
御
史
と
為

っ
て
議
を
被
り
、
倶
に
南
方
に
県
令
と
為
る
者
な
り
。
最
も
君
を
知
れ
り
と
為
す
」
と
叙
述
が
あ
り
、
韓
愈
は
張
署
の
最
も
よ
き
理
解
者
で

あ
っ
た
と
わ
か
る
が
、
そ
の
よ
う
な
韓
愈
が
、
張
署
が
亡
く
な
っ
た
と
き
、
准
西
の
乱
を
鎮
圧
す
る
た
め
に
地
方
に
い
て
、
葬
儀
に
赴
け
な

か
っ
た
と
い
う
か
ら
、
祭
文
は
、
こ
と
さ
ら
に
遺
憾
の
念
を
強
く
抱
い
て
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
ら
の
点
を

ふ
ま
え
る
と
、
砂
廷
た
る
十
一
年
の
歳
月
が
流
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
祭
文
の
執
筆
当
時
に
は
、
む
し
ろ
、
死
者
張
署
へ
の
韓
愈
個
人
の
何

ら
か
の
技
巧
的
な
気
配
り
が
な
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
曽
国
藩
の
段
落
分
け
と
要
約
に
示
唆
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さ
れ
る
如
く
、

一
人
の
人
間
の
一
生
が
複
眼
的
で
豊
か
に
措
か
れ
る
よ
う
に
と
巧
み
に
表
わ
し
た
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
ど
の

よ
う
な
も
の
と
な
ろ
う
と
も
、
そ
こ
で
は
、
張
署
の
一
生
が
平
坦
に
描
か
れ
る
の
を
免
れ
て
、
奥
行
き
を
も
つ
も
の
と
し
て
措
か
れ
る
こ
と

だ
ろ
う
。
こ
の
祭
文
が
名
文
と
称
さ
れ
る
所
以
は
、
こ
の
辺
り
に
も
見
出
せ
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
張
署
の
人
生
と
彼
と
の
交
遊
の
事

跡
が
、
少
な
く
と
も
祭
文
執
筆
時
よ
り
遠
望
さ
れ
る
か
た
ち
で
捉
え
ら
れ
た
ら
、

い
ま
少
し
韓
念
の
心
中
に
迫
る
こ
と
が
で
き
、
偏
っ
た
読

ま
れ
方
を
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
と
思
わ
れ
る
。

私
見
に
よ
れ
ば
、
韓
愈
に
は
、
左
遷
時
代
の
張
署
と
の
纏
鰻
た
る
交
遊
を
通
し
て
、
人
の
一
生
、
或
い
は
、
人
の
運
命
と
い
う
も
の
へ
の

関
心
が
示
さ
れ
、
そ
れ
に
対
す
る
思
惟
も
深
ま
り
を
見
せ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、

一
人
の
人
間
の
存
在
そ
の
も
の
へ
の
深
ま

っ
た
思
惟
を
得
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
祭
河
南
張
員
外
文
」

が
読
ま
れ
る
場
合
で
も
、

」
の
事
実
は
無
視
で
き
な
い
と



私
は
考
え
て
い
る
。
思
惟
の
如
何
は
、
張
署
と
の
交
遊
に
関
す
る
詩
に
示
さ
れ
て
い
る
が
、
今
、
そ
の
い
く
つ
か
を
読
み
な
が
ら
考
察
を
加

え
、
鑑
賞
の
点
で
多
分
に
余
地
を
残
す
こ
の
祭
文
へ
の
理
解
の
た
め
に
、
私
な
り
に
一
つ
の
視
点
を
提
示
し
て
み
た
い
。

さ
て
、
張
署
と
の
交
遊
に
関
す
る
詩
は
、
十
四
首
ほ
ど
知
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、

そ
の
全
て
を
挙
げ
る
つ
も
り
は
な
い
が
、

「
祭
河

南
張
員
外
文
」
の
理
解
へ
の
一
助
と
し
て
、
先
ず
、
「
寒
食
日
出
瀞
夜
開
、
張
十
一
院
長
、
見
示
病
中
憶
花
九
篇
、
因
此
投
贈
」
〔
寒
食
の
日

出
で
て
誹
び
夜
帰
る
、
張
十
一
院
長
、
病
中
花
を
憶
う
の
九
篇
を
示
さ
る
、
此
れ
に
因
ん
で
投
贈
す
。
〕
（
詩
に
関
す
る
テ
キ
ス
ト
に
は
、
銭

仲
聯
の
『
韓
昌
製
詩
繋
年
集
樫
』
、
上
海
古
籍
出
版
社
、

一
九
八
四
、
を
用
い
た
。
こ
の
詩
は
、
そ
の
巻
四
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
）
と
い
う

- 99ー

詩
を
読
み
た
い
。
詩
は
、
元
和
元
年
、
韓
愈
が
陽
山
よ
り
江
陵
へ
量
移
さ
れ
た
と
き
に
作
ら
れ
た
も
の
で
、
三
十
九
歳
の
彼
は
こ
の
地
で
法

曹
参
軍
と
い
う
属
官
の
地
位
に
あ
っ
た
。
奇
く
も
、
張
署
も
臨
武
よ
り
量
移
さ
れ
て
、
こ
の
地
で
功
曹
参
軍
の
職
を
得
て
い
る
。
春
を
迎
え

て
い
た
韓
愈
は
、
張
署
を
花
見
に
誘
う
。

し
か
し
、
あ
い
に
く
、
張
署
は
病
気
で
あ
っ
た
。
詩
は
、
長
編
の
七
言
古
詩
で
、
次
の
よ
う
な
書

き
出
し
で
始
ま
っ
て
い
る
。

我
往
看
君
花
轄
盛

李
花
初
め
て
発
し
て
君
始
め
て
病
む
、

我
往
い
て
君
を
看
る
と
き
花
転
た
盛
な
り
。

季
花
初
夜
君
始
病

走
馬
城
西
伺
俣
鯖

馬
を
城
西
に
走
ら
し
伺
候
し
て
帰
る
、

不
忍
千
株
雲
相
映

忍
び
ず
千
株
雪
相
映
ず
る
に
。

花
見
を
二
人
で
行
く
の
を
長
ら
く
待
ち
望
ん
で
い
た
か
と
思
え
る
う
た
い
始
め
で
あ
る
。
病
気
の
張
署
と
は
対
照
的
な
春
の
生
吹
。

人



週
来
又
見
桃
興
梨

で
の
花
見
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
さ
す
が
の
聾
愈
も
「
伺
俣
」
と
落
胆
し
、
「
不
忍
」
と
残
念
で
し
か
た
が
な
い
。

交
関
紅
白
如
争
競

可
憐
物
色
阻
携
手

空
展
霜
鎌
吟
九
一
試

通
来
又
た
見
る
桃
と
梨
と
、

か
わ
る
が
わ

交
る
紅
白
を
聞
い
て
争
い
競
う
が
如
し
。

空憐
しむ
くべ
霜？し
鎌け
をん惣

展の旨
J、主唱

を
て 携
九う
詠る
をを
吟阻
ず み

そ
の
後
、
春
は
、
桃
花
と
梨
花
と
が
美
し
く
競
演
す
る
侯
と
な
る
。
そ
れ
で
も
、
張
署
は
ま
だ
快
癒
せ
ず
、
二
人
そ
ろ
っ
て
の
花
見
は
、

紛
紛
落
謹
泥
輿
塵

ま
た
も
見
送
り
と
な
っ
た
。
張
署
が
霜
鎌
（
白
絹
〉
に
書
い
て
寄
せ
て
く
れ
た
「
憶
花
九
篇
」
の
詩
を
吟
ず
る
の
み
と
い
う
。

紛
紛
落
ち
尽
す
泥
と
塵
と
、

-100-

不
共
新
粧
比
端
正

桐
華
最
晩
今
己
鯨

君
不
強
起
時
難
更

関
山
遠
別
固
其
理

寸
歩
難
見
始
知
命

新
粧
を
共
に
し
て
端
正
を
比
せ
ず
。

君桐
強華
い最
ても
起た晩
たけ
ずれ
んど
ばも

時七今
更5巴
め』に

難繁
しし

関
山
遠
く
別
る
る
は
固
よ
り
其
の
理
、

寸
歩
見
難
く
始
め
て
命
を
知
る
。

既
に
李
花
と
桃
梨
の
花
見
を
逸
し
て
い
る
が
、
最
も
遅
く
花
を
咲
か
せ
る
と
い
う
桐
の
時
期
に
至
っ
て
も
、

「
君
不

張
署
は
治
ら
な
い
。

強
起
時
難
吏
」
の
句
に
は
、
今
春
の
花
見
に
敢
て
拘
泥
す
る
韓
愈
の
心
情
が
よ
く
表
わ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
、
所
詮
、
か
な
わ
ぬ
願

い
で
あ
っ
た
。
「
関
山
」
と
は
、
こ
の
場
合
、
嘗
て
、

左
遷
先
の
陽
山
と
臨
武
と
に
於
い
て
、

再
会
を
切
に
望
み
あ
っ
た
二
人
の
問
に
立
ち

は
だ
か
っ
て
い
た
山
嶺
が
想
起
さ
れ
よ
う
。
こ
の
時
の
交
遊
の
様
子
は
、
祭
文
の
曽
国
藩
の
区
分
に
よ
れ
ば
「
以
上
在
陽
山
臨
武
待
相
約
命
日



於
境
上
」
：
：
：

ωに
見
え
る
。
ま
た
、
山
嶺
が
険
し
く
、
通
行
に
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

同
じ
く
江
陵
で
作
ら
れ
た
詩
、

「
憶
咋
行
、
和

張
十
二
〔
憶
咋
行
、
張
十
一
に
和
す
〕
（
巻
四
〉
に
、
「
陽
山
鳥
路
出
臨
武
、
騨
馬
拒
地
騒
頻
隈
」

く
ず

を
拒
ん
で
駆
っ
て
頻
り
に
憤
る
〕
の
二
句
が
あ
り
、
馬
も
行
く
こ
と
を
拒
む
ほ
ど
の
け
も
の
道
で
あ
っ
た
と
形
容
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
関
山

〔
陽
山
の
鳥
路
臨
武
に
出
で
、

駅
馬
地

に
よ
っ
て
、
遠
く
隔
て
ら
れ
、
離
れ
離
れ
に
な
っ
て
い
る
の
な
ら
会
え
な
い
と
い
う
の
も
道
理
で
あ
る
が
、
今
、
江
陵
に
於
い
て
は
、
寸
歩

ほ
ど
の
と
こ
ろ
に
張
署
が
居
り
な
が
ら
、
顔
を
見
る
こ
と
が
で
き
ず
、
始
め
て
命
を
知
る
と
い
う
。
張
署
の
病
気
が
、
二
人
の
聞
に
横
た
わ

る
何
よ
り
も
越
え
難
い
大
き
な
障
害
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
身
近
な
と
こ
ろ
に
張
署
が
い
る
た
め
に
、
嘗
て
左
遷
先
で
再
会
を
果
た
し

た
と
き
の
困
難
さ
に
比
べ
れ
ば
：
：
：
と
い
う
名
状
し
が
た
い
無
念
が
韓
愈
の
心
に
は
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
と
同
時
に
、

こ
こ
に
は
、

始

知
命
」
と
い
う
一
種
の
悟
り
と
も
言
え
る
慎
重
な
句
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
個
人
的
な
利
害
を
越
え
る
心
情
の
表
白
を
も
読
み
と

れ
る
の
で
あ
る
。
「
関
山
遠
別
固
其
理
」
の
句
に
は
、

一
方
で
、

張
署
と
い
う
人
物
の
存
在
へ
の
陽
山
以
来
の
探
究
が
あ
っ
た
こ
と
が
、

刀三

A
U
 

唆
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
は
こ
の
段
の
終
わ
り
の
二
句
に
人
間
存
在
に
対
し
て
深
ま
っ
た
韓
愈
の
思
惟
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。

同
じ
く
南
方
に
左
遷
さ
れ
、
そ
こ
で
も
賊
難
を
廃
し
て
交
遊
を
維
持
し
、

と
も
に
左
遷
路
を
再
び
辿
っ
て
北
に
向
い
、
江
陵
に
於
い
て
も

下
級
の
官
吏
を
同
じ
く
務
め
る
。
こ
う
し
た
一
連
の
過
程
を
通
し
て
、
境
遇
を
同
じ
く
す
る
張
署
の
存
在
そ
れ
自
体
が
、
既
に
韓
愈
の
思
惟

の
形
成
に
、
少
な
か
ら
ぬ
意
味
が
あ
っ
た
こ
と
と
し
て
も
、

一
向
に
、

さ
わ
り
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
自
己
の
分
身
と
も
言
え
る

張
署
の
姿
を
通
し
て
、
自
分
の
過
去
現
在
そ
し
て
将
来
を
見
つ
め
、
ま
た
、
描
く
韓
愈
を
想
像
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
や
が
て
自
己
を
客

観
的
に
見
据
え
た
上
で
、
自
分
の
境
遇
を
冷
静
に
把
握
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
そ
う
し
た
精
神
的
に
豊
か
に
な
っ
た
韓
愈
の
姿
を
見
て
と
れ

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

で
あ
れ
ば
こ
そ
、
か
よ
う
な
自
己
の
利
害
の
彼
岸
に
立
っ
て
人
間
の
運
命
を
倍
る
句
の
表
白
が
見
ら
れ
る
と
思
う
。

ち
な
み
に
、
花
一
房
英
樹
氏
の
『
韓
愈
歌
詩
索
引
』
で
「
命
」
の
語
を
引
い
て
み
た
場
合
、
こ
の
詩
に
の
み
「
知
命
」
の
語
句
が
使
わ
れ
て



回
想
に
及
ぶ
。

い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
江
陵
に
於
け
る
か
よ
う
な
心
情
の
表
白
の
特
殊
性
も
あ
ら
た
め
て
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
詩
は
、
次
い
で
左
遷
の

憶
背
輿
君
同
足
官

夜
渡
洞
庭
看
斗
柄

宣
料
生
還
得
一
庭

引
袖
拭
一
俣
悲
且
慶

各
言
生
死
雨
追
随

直
置
心
親
無
貌
敬

夜憶
洞う
庭昔
を

君
渡

とザコ
同て
じ

斗5く
柄f官
をを
看足
るせ
。ら

れ

山
豆
に
料
ら
ん
や
生
き
て
還
り
一
処
を
得
ん
と
は
、

袖
を
引
き
涙
を
拭
う
て
悲
し
ん
で
且
つ
慶
ぶ
。

各
三
一
＝
口
う
生
死
両
な
が
ら
追
随
せ
ん
と
、

ち

よ

く

ち

ぼ

う

冷

い

直
置
心
親
に
し
て
貌
敬
無
し
。
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販
難
な
左
遷
を
象
徴
す
る
か
の
よ
う
な
洞
庭
湖
に
於
け
る
渡
航
の
場
面
。
人
生
航
路
を
模
索
す
る
た
め
に
斗
柄
を
看
て
、
夜
航
を
す
る
二

を
乗
り
越
え
た
二
人
に
は
、

人
。
こ
こ
に
は
、
生
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
姿
は
見
ら
れ
な
い
。
大
海
に
浮
遊
し
な
が
ら
も
、
必
死
に
自
然
に
挑
む
姿
が
あ
る
の
だ
。
試
練

や
が
て
、
江
陵
へ
の
量
移
が
訪
れ
る
。
思
い
も
よ
ら
ぬ
生
還
に
悲
喜
こ
も
ご
も
の
気
持
ち
が
錯
綜
し
、
二
人
は

明
言
う
の
で
あ
っ
た
、
生
き
る
の
も
死
ぬ
の
も
一
処
で
あ
り
た
い
、
と
。
韓
愈
と
張
署
と
は
、
真
に
心
が
通
い
合
う
同
志
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
か
く
し
て
、
こ
の
回
想
の
部
分
に
は
、
韓
愈
の
心
の
中
に
深
く
浸
透
し
て
い
る
張
署
の
存
在
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
あ
た
か

も
張
署
の
存
在
白
体
が
、
左
遷
時
代
に
於
い
て
将
来
の
見
通
し
が
き
か
ず
身
も
心
も
初
僅
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
韓
愈
の
斗
柄
で
あ
る
か
の
よ

う
だ
。
こ
の
点
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
先
に
、
春
の
花
見
に
拘
泥
す
る
韓
愈
の
姿
が
見
ら
れ
た
の
も
、
都
落
ち
と
い
う
精
神
的
に
冬
の

ま
た
、
そ
れ
ゆ
え
に
鑑
賞
に
値
す
る
だ
け
の
春
が
こ
の
時
に
あ
り
、
そ
れ
を
二
人
で
心
底

時
代
を
体
験
し
て
き
た
者
に
だ
け
に
理
解
で
き
、

か
ら
満
喫
す
る
こ
と
を
切
に
望
ん
で
い
た
か
ら
で
あ
る
と
理
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。



詩
は
、
こ
の
後
、
更
に
続
き
、
張
署
が
再
び
南
方
の
官
吏
に
署
せ
ら
れ
た
事
実
を
語
る
。
有
能
な
張
署
が
不
遇
の
官
途
を
再
び
辿
る
の

は
、
時
の
為
政
者
の
見
る
目
の
無
き
で
あ
る
と
し
、
同
じ
く
江
陵
に
於
い
て
、
下
級
官
吏
に
甘
ん
じ
て
い
る
韓
愈
自
身
の
境
遇
に
対
す
る
不

満
を
吐
露
す
る
。
そ
し
て
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
現
在
の
不
徳
の
我
が
身
を
省
み
て
、

い
つ
し
か
、
詩
は
、
明
宵
に
は
張
署
と
是
非
酔
郷
に

入
り
た
い
と
望
ん
で
結
ぼ
れ
て
い
く
。

さ
て
、
以
上
、
詩
を
読
ん
で
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
次
の
二
点
で
あ
る
。

第
一
点
は
、
左
遷
期
の
交
遊
者
張
署
の
存
在
に
対
す
る
探
究
の
積
み
重
ね
と
そ
の
成
果
を
感
じ
さ
せ
る
人
の
運
命
へ
の
深
ま
っ
た
思
惟
が

見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
。

第
二
点
は
、
張
署
は
、
韓
愈
の
心
に
深
く
浸
透
し
、

い
わ
ば
、
韓
愈
の
精
神
的
な
支
柱
で
あ
っ
た
こ
と
。

思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
前
者
の
特
色
の
場
合
、
「
寸
歩
難
見
始
知
命
」

の
よ
う
に
、

人
の
運
命
へ
の
覚
醒
と
人
間
の
存
在
そ
の
も
の
へ
の
思
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こ
の
う
ち
、
後
者
の
特
色
に
つ
い
て
は
、
張
署
と
の
交
遊
に
関
す
る
詩
の
多
く
に
、
表
現
の
相
異
が
あ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
を
見
出
せ
る
と

惟
の
充
実
と
を
同
時
に
感
じ
さ
せ
る
明
確
な
句
を
有
す
る
詩
は
見
出
し
難
い
。

た
だ
敢
て
挙
げ
る
な
ら
ば
、
「
洞
庭
湖
阻
風
、
贈
張
十
一
署
」

〔
洞
庭
湖
に
し
て
風
に
阻
ま
れ
、
張
十
一
署
に
贈
る
〕
（
巻
二
一
〉
と
い
う
五
言
古
詩
で
あ
ろ
う
。
こ
の
詩
は
、

帰
旅
、

江
陵
へ
赴
く
途
中
で

作
ら
れ
た
も
の
と
さ
れ
る
。

天
候
悪
し
き
十
月
の
洞
庭
湖
に
、
張
署
と
と
も
に
、
舟
を
な
ら
べ
て
つ
な
ぎ
、
風
待
ち
を
し
て
い
た
と
き
の
心
境
を
読
ん
だ
詩
で
あ
る
。

そ
の
中
に
、
次
の
四
旬
、
が
見
え
る
。

相
去
不
容
歩

険
如
擬
山
丘

相
去
る
こ
と
歩
を
容
れ
ず
、

険
な
る
こ
と
山
丘
に
擬
て
ら
る
る
が
如
し
。



清
談
可
以
飽

清
談
以
て
飽
く
べ
し
、

夢
想
接
無
由

夢
に
想
わ
ん
に
接
す
る
に
由
無
し
。

一
歩
と
て
へ
だ
て
ぬ
と
こ
ろ
に
居
り
な
が
ら
、
波
、
が
高
い
た
め
に
、
さ
な
が
ら
険
し
い
山
に
よ
っ
て
近
づ
く
の
を
さ
え
ぎ
ら
れ
て
い
る
よ

う
だ
。
君
と
静
か
に
話
が
で
き
た
ら
せ
め
て
心
が
満
た
さ
れ
よ
う
が
、
こ
う
波
が
高
く
て
は
、
夢
の
中
で
さ
え
接
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

韓
愈
は
、
こ
の
場
に
於
い
て
、
自
然
の
大
き
な
力
と
、
そ
れ
と
は
対
照
的
な
人
間
の
あ
ら
が
い
難
い
無
力
と
を
感
じ
定
然
と
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
の
詩
の
場
合
、
按
し
よ
う
と
す
る
二
人
を
引
き
離
す
障
害
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
大
波
で
あ
る
。
張
署
の
病
気
が
二
人
の
交
遊

の
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
障
害
と
な
っ
て
い
る
「
寒
食
日
出
漁
：
：
：
」
の
詩
と
着
想
に
於
い
て
類
似
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

二
つ
の
詩
に
か
よ
う
な
特
色
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
江
陵
に
至
る
過
程
に
於
い
て
韓
愈
の
人
間
存
在
へ
の
思
惟
の
充
実
が
あ
っ
た
こ
と

を
意
味
す
る
が
、
榔
州
で
作
ら
れ
た
次
の
二
首
と
て
そ
れ
を
示
す
例
外
と
は
思
え
な
い
。

（

7
）
 

例
え
ば
、
「
湘
中
酬
張
十
一
功
曹
」
〔
湘
中
に
し
て
張
十
一
功
曹
に
酬
ゆ
〕
（
巻
三
）
と
い
う
詩
に
は
、

で
一
葉
の
舟
を
乏
ベ
る
姿
が
う
た
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
榔
口
又
贈
、
二
首
」
〔
榔
口
に
し
て
又
贈
る
、
二
首
〕

一
首
で
も
、
肩
舟
ハ
小
舟
〉
を
湘
水
の
流
れ
に
ま
か
せ
て
帰
旅
を
急
ぐ
二
人
の
姿
が
見
え
る
。
こ
の
二
首
に
於
い
て
小
舟
に
張
署
と
我
が
身

北
行
に
当
た
っ
て
、

湖
水
に
二
人
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（
巻
三
〉

と
い
う
詩
の
第

を
托
す
る
韓
愈
の
姿
な
ど
は
、
あ
た
か
も
得
体
が
知
れ
な
い
大
き
な
力
に
翻
弄
さ
れ
る
微
小
な
存
在
で
で
も
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
り
、
そ
れ

ゆ
え
、
か
よ
う
な
詩
を
作
る
韓
愈
の
内
に
、
漂
泊
者
と
し
て
の
意
識
の
高
揚
が
あ
っ
て
、
何
か
人
間
の
存
在
そ
の
も
の
へ
の
問
い
が
喚
起
さ

れ
た
と
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
点
を
ふ
ま
え
て
、
江
陵
の
詩
の
「
関
山
遠
別
固
其
理
、
寸
歩
難
見
始
知
命
」
と
い
う
二
句
を
再
び
顧
み
る
と
、
こ
の
二
句
は
、
江
陵

に
至
る
ま
で
に
榔
州
や
北
行
の
途
上
で
既
に
う
か
が
わ
れ
た
韓
愈
の
本
質
的
な
る
も
の
を
問
う
姿
勢
に
由
る
も
の
と
考
え
て
も
よ
さ
そ
う
で



あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
郡
川
や
途
上
で
作
成
さ
れ
た
詩
は
、
江
段
の
詩
の
伏
線
な
り
下
地
と
し
て
の
意
味
を
も
っ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

四

次
に
江
陵
よ
り
や
や
遡
っ
て
「
八
月
十
五
夜
贈
張
功
曹
」
〔
八
月
十
五
夜
張
功
曹
に
贈
る
〕
（
巻
一
二
〉
と
い
う
詩
を
読
む
こ
と
に
す
る
。
こ

の
詩
は
、
永
貞
元
年
（
貞
元
二
十
一
年
〉
の
八
月
、
榔
州
で
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
同
年
の
正
月
に
は
、
徳
宗
が
崩
御
し
、
次
い
で
順
宗

が
即
位
し
て
い
る
。
こ
れ
を
機
に
始
ま
る
王
伍
・
王
叔
文
ら
の
一
派
、
及
び
こ
れ
に
与
し
た
柳
宗
元
・
劉
再
錫
ら
に
よ
る
急
進
的
な
政
治
改

革
は
、
こ
の
八
月
の
順
宗
退
位
と
こ
れ
に
代
わ
る
憲
宗
の
即
位
と
を
以
て
、
短
命
の
中
に
終
息
し
、
参
画
者
が
流
請
さ
れ
た
事
件
は
世
に
名

高
い
。
瞳
愈
は
か
よ
う
な
中
央
の
め
ま
ぐ
る
し
い
趨
勢
を
、
地
方
に
い
て
傍
観
す
る
立
場
に
あ
り
、

八
月
の
時
点
で
は
、
張
署
と
と
も
に
ま

← 105-

だ
榔
州
に
い
て
、
新
し
い
身
の
処
し
方
を
待
っ
て
い
た
。
詩
は
、
二
十
九
句
よ
り
成
る
七
言
古
詩
で
あ
り
、
中
間
部
に
張
署
の
歌
辞
を
借
り

る
か
た
ち
を
と
り
、
そ
の
前
後
に
韓
愈
の
言
葉
を
以
て
す
る
と
い
う
三
部
仕
立
て
の
構
成
を
と
っ
て
い
る
。

横
雲
四
に
巻
い
て
天
に
河
無
く

清
風
空
を
吹
い
て
月
は
波
を
釘
ぶ
。

ゃ

沙
は
平
ら
か
に
水
は
息
ん
で
声
影
絶
え
、

一
盃
相
属
す
君
当
に
歌
う
ベ
し
。

織
雲
四
巻
天
無
河

清
風
吹
空
月
釘
波

沙
平
水
息
聾
影
絶

一
盃
相
層
君
嘗
歌

君
歌
聾
酸
辞
且
苦

不
能
聴
終
涙
如
雨

君
が
歌
声
酸
に
し
て
辞
且
つ
苦
な
り
、

し
じ
ま

ひ
っ
そ
り
と
静
ま
る
月
夜
の
叙
景
に
始
ま
る
。
本
来
な
ら
ば
、
寄
辺
な
い
韓
愈
の
孤
独
と
絶
望
が
水
辺
の
静
寂
に
無
限
に
広
、
が
る

聴
き
終
る
能
わ
ず
し
て
涙
雨
の
如
し
。

詩
は
、



－H
O
札

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
張
署
と
い
う
自
己
の
分
身
が
そ
の
場
に
対
坐
し
て
い
る
た
め
に
、
沈
黙
は
破
ら
れ
、
彼
の
中
に
韓
愈
は
、
己
の
投
影
を

見
出
す
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
杯
を
す
す
め
、

一
つ
詩
を
作
る
よ
う
に
と
促
す
。
か
く
し
て
、

で
き
上
が
っ
た
張
署
の
詩
の
調
べ
は
痛
ま

称
す
る
と
こ
ろ
に
見
え
る
。

し
く
歌
詞
は
哀
し
く
、
全
て
を
聴
か
ぬ
う
ち
に
一
択
を
誘
う
と
い
う
。
そ
の
所
以
は
、
次
の
第
七
句
か
ら
第
二
十
三
句
ま
で
の
張
署
の
歌
辞
と

洞
庭
連
天
九
疑
高

蚊
龍
出
波
狸
随
時
肌

十
生
九
死
到
官
所

幽
居
駅
献
如
蔵
逃

下
林
畏
蛇
食
畏
薬

海
気
混
い
塾
雷
一
一
山
腹
牒

鮫 洞
竜庭
出

天
没 げ
し・」

連
て

な
狸fつ

鑓＝て
号3九
ぶ疑

I司

く

十
生
九
死
官
所
に
到
り
、

幽
居
黙
黙
と
し
て
蔵
逃
す
る
が
如
し
。
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駄
を
下
れ
ば
蛇
を
田
氏
れ
食
に
は
薬
を
畏
れ
、

こ
の
よ
う
に
張
署
の
歌
辞
は
、
韓
愈
が
思
い
出
し
た
く
も
な
い
南
方
へ
の
旅
立
ち
の
匂
に
始
ま
る
。
次
い
で
、
奇
怪
な
動
物
と
の
遭
遇
に

海
気
湿
塾
票
じ
て
躍
牒
。

よ
る
生
命
の
危
険
、
僻
遠
の
地
に
流
さ
れ
た
罪
人
と
し
て
感
じ
る
負
い
目
、
南
方
の
特
殊
環
境
下
に
於
け
る
用
心
に
事
欠
か
な
い
日
常
生

渉
み
出
る
こ
と
に
な
る
。

活
、
人
間
に
対
す
る
不
審
、
疑
心
暗
鬼
な
ど
が
、
句
句
別
言
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
及
ん
で
、
詩
に
は
苦
渋
と
悲
観
的
な
色
合
い
が
強
く

昨
者
州
前
槌
大
鼓

嗣
皇
縫
聖
登
斐
皐

赦
書
一
日
行
高
里

昨
は

州
前
に
大
鼓
を
槌
ち
、

会芯

嗣
皇
聖
を
継
い
で
襲
皐
を
登
ぐ
。

赦
書

一
日
に
万
里
を
行
き
、



罪
従
大
酔
皆
除
死

遷
者
追
廻
流
者
還

機
回
収
蕩
垢
朝
清
班

州
家
甲
名
使
家
抑

炊
判
祇
得
移
剤
蟹

判
司
卑
官
不
堪
設

未
兎
撞
楚
塵
挨
間

同
時
輩
流
多
上
道

天
路
幽
険
難
迫
撃

罪
大
酔
に
従
う
も
皆
な
死
を
除
か
る
。

遷
者
は
追
週
し
流
者
は
還
る
、

あ
ら

寂
を
樵
い
垢
を
蕩
し
て
朝
に
班
を
清
く
す
。

使
家
は
抑
え
、

判炊士川、｜
司明か家
は曜は
卑／~~～名

写指を
いホ申
し；ラベ
てド

移
説いる
うを
に 得
堪た
えり
ず

未
だ
撞
楚
を
免
れ
ず
塵
挨
の
問
。

同
時
の
輩
流
多
く
道
に
上
る
も
、
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こ
こ
で
は
、
憲
宗
即
位
に
よ
る
昨
日
の
榔
州
に
於
げ
る
何
や
ら
慌
た
だ
し
い
様
子
と
、
そ
の
後
の
動
向
が
語
ら
れ
る
。
時
代
が
推
移
し
、

天
路
は
幽
険
に
し
て
追
翠
し
難
し
。

古
の
莞
舜
の
時
代
の
費
や
皐
陶
の
如
き
賢
臣
が
登
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
張
署
の
期
待
も
膨
ん
で
い
た
。
大
赦
状
の
発
布
に
よ
り
、
極

刑
の
身
に
在
る
者
は
死
罪
を
免
れ
、
左
遷
・
流
識
の
身
に
在
っ
た
者
も
、
そ
の
汚
名
を
返
上
し
、
清
廉
潔
白
な
官
吏
と
し
て
朝
廷
に
返
り
咲

く
千
載
一
遇
の
好
機
に
巡
り
会
わ
せ
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
張
署
の
場
合
、
事
は
そ
う
首
尾
よ
く
運
ば
な
か
っ
た
。
刺
史
が
せ
っ
か
く
そ

の
名
を
上
申
し
て
く
れ
た
も
の
の
、
観
察
使
が
逆
に
そ
れ
を
抑
え
て
し
ま
い
、
都
に
直
ち
に
は
戻
れ
ず
、
不
遇
に
も
、
こ
れ
も
や
は
り
蛮
俗

の
地
と
し
か
思
え
ぬ
江
陵
に
於
け
る
み
じ
め
な
下
級
官
吏
、
す
な
わ
ち
、
功
曹
参
軍
と
し
て
の
生
活
が
待
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

同
年
代
の
仲
間
達
の
歩
む
栄
達
の
道
か
ら
は
、
進
か
に
遅
れ
を
と
る
不
満
の
残
る
量
移
で
あ
っ
た
と
い
う
。

か
く
し
て
、
こ
の
段
に
は
、
都
ヘ
召
還
さ
れ
る
の
を
心
待
ち
に
し
て
い
た
張
署
の
期
待
が
裏
切
ら
れ
、
そ
の
結
果
、
ご
託
が
昨
日
以
来
の



出
来
事
と
な
っ
て
並
び
列
ね
ら
れ
た
観
が
あ
る
。
苦
渋
と
悲
観
と
が
付
い
て
ま
わ
る
不
遇
は
ま
た
し
て
も
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
行
く
末
に

絶
望
的
と
も
思
え
る
張
署
の
姿
が
努
完
す
る
。

か
よ
う
な
張
署
に
対
し
て
、
韓
愈
は
、
酒
宴
の
有
す
る
独
自
の
雰
囲
気
を
我
が
手
中
に
弄
ぶ

か
の
よ
う
に
、
彼
を
慰
め
る
調
子
で
歌
辞
を
再
び
自
分
の
も
の
へ
と
転
じ
て
い
く
。

君
が
歌
且
く
休
め
て
我
が
歌
を
聴
け
、

我
が
歌
今
君
と
科
を
殊
に
す
。

君
歌
且
休
聴
我
歌

我
歌
今
興
君
殊
科

一
年
明
月
今
宵
多

一
年
の
明
月
今
宵
多
し
、

人
生
由
命
非
由
他

人
生
命
に
由
る
他
に
由
る
に
非
ず
、

有
酒
不
飲
奈
明
何

酒
有
れ
ど
も
飲
ま
ず
ん
ば
明
を
奈
何
せ
ん
。
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詩
は
以
上
の
よ
う
に
、
張
署
の
歌
辞
が
極
め
て
悲
観
的
で
絶
望
的
な
印
象
を
与
え
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
対
照
的
に
韓
念
の
歌
辞
は
、

「
人
生
由
命
非
由
他
」
と
そ
れ
を
乗
り
越
え
、
伎
が
人
生
と
運
命
と
を
悟
り
、
果
て
は
、
諦
念
に
到
っ
た
か
に
見
え
る
の
が
、
こ
の
詩
の
妙

と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
韓
愈
の
心
の
内
が
そ
う
で
な
い
こ
と
は
、
こ
の
詩
が
名
月
と
い
う
詩
作
に
と
っ
て
絶
好
の
機
を
得
て
い
る

V
』

L
r

｝、
ま
た
、
酒
の
力
を
借
り
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
十
分
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
詩
作
時
の
蒔
愈
は
、
張
署
と
同
じ
よ
う

な
光
景
を
目
に
し
体
験
し
て
き
た
が
故
に
、
張
署
が
悲
観
と
絶
望
に
沈
む
の
を
見
て
も
、
そ
れ
を
我
が
身
の
問
題
と
し
て
痛
切
に
感
じ
て
い

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
来
な
ら
ば
、
卒
直
な
心
情
の
表
白
も
有
り
得
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
こ
で
は
そ
う
は
せ

ず
、
わ
ざ
わ
ざ
三
部
仕
立
て
の
構
成
を
と
り
、
中
ほ
ど
に
張
署
の
歌
辞
と
称
し
て
そ
れ
を
挿
入
し
た
か
ら
に
は
、
こ
こ
に
彼
の
意
図
が
あ

り
、
実
は
強
調
し
た
い
は
ず
の
自
分
の
苦
渋
に
満
ち
た
露
骨
な
心
情
の
告
白
を
、
名
月
の
酒
宴
と
い
う
趣
き
の
あ
る
場
を
生
か
し
な
が
ら
、

張
署
に
代
弁
し
て
も
ら
う
か
た
ち
で
巧
妙
に
回
避
し
、

か
え
っ
て
、
自
分
の
い
つ
わ
ら
ざ
る
心
情
を
、
こ
の
詩
の
読
者
に
、
椀
曲
的
に
陪
陪



裡
の
中
に
、
了
解
し
て
も
ら
う
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
心
の
在
り
方
、
言
わ
ば
、
心
の
穆
居
、
或
い
は
、
く
さ

く
さ
し
た
心
の
閉
塞
と
い
っ
た
も
の
は
、
容
易
に
は
用
い
て
は
な
ら
な
い
は
ず
の
「
命
」
と
い
う
語
と
は
、
ど
う
も
結
び
つ
か
な
い
が
、
こ

れ
を
敢
て
結
び
つ
け
て
「
人
生
由
命
非
由
他
」
と
喝
破
し
て
し
ま
っ
た
所
に
こ
の
詩
の
面
白
さ
が
あ
る
の
で
あ
り
、
韓
愈
の
ね
ら
い
も
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
「
命
」
の
語
を
持
ち
込
ん
だ
韓
愈
に
は
、
そ
の
使
い
方
に
配
慮
が
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

先
に
読
ん
だ
「
寒
食
日
出
治
：
：
：
」
の
詩
に
は
、
「
寸
歩
難
見
始
知
命
」
と
い
う
句
が
あ
り
、
「
命
」
の
語
の
使
い
方
に
慎
重
な
韓
愈
が
見

ら
れ
た
。
江
陵
で
表
白
さ
れ
た
こ
の
句
を
、
長
引
い
た
張
署
の
病
気
故
に
漸
く
に
し
て
悟
っ
た
落
ち
着
い
た
発
言
と
す
れ
ば
、
榔
州
に
於
け

る
「
人
生
由
命
非
由
他
」
の
「
命
」
は
真
意
の
程
は
伺
い
知
れ
ぬ
な
が
ら
、
そ
の
発
言
の
場
が
巧
み
に
設
定
さ
れ
た
や
は
り
配
慮
を
と
も
な

っ
た
も
の
と
み
な
せ
る
。
そ
し
て
そ
の
発
言
の
重
要
性
は
言
う
に
及
ば
ず
、

い
ず
れ
も
、
他
な
ら
ぬ
張
署
と
の
交
遊
の
過
程
で
作
成
さ
れ
た
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詩
に
見
ら
れ
る
配
慮
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
の
都
度
の
場
に
於
け
る
張
署
の
存
在
の
役
割
が
、
自
分
の
心
情
を
托
す
る
詩
を
作
成
す
る
上
で
、

韓
愈
に
い
か
に
大
き
な
意
味
が
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
交
遊
に
関
す
詩
一
つ
一
つ
に
は
、
こ
こ
で
読
ん

だ
「
八
月
十
五
夜
贈
強
功
曹
」
の
詩
の
よ
う
に
、
張
暑
と
い
う
気
に
な
る
存
在
を
通
し
て
見
つ
め
た
韓
愈
自
身
の
正
体
へ
の
認
識
は
も
ち
ろ

ん
、
人
間
一
人
の
存
在
を
自
他
と
も
に
関
心
を
も
っ
て
見
つ
め
る
韓
愈
の
充
実
し
て
い
く
思
惟
の
経
緯
が
自
ず
と
托
さ
れ
て
い
る
と
考
え
な

く
て
は
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
八
月
十
五
夜
贈
張
功
曹
」
の
詩
で
は
、
何
故
に
「
命
」
の
語
に
自
分
の
悟
り
の
程
を
明
確
な
か
た
ち
で
托
す
だ
け
の
心
の
在

り
方
が
生
じ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
は
韓
愈
を
取
り
巻
く
背
景
に
つ
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
中
で
も
、
陽

山
に
於
け
る
韓
愈
と
榔
州
刺
史
李
伯
康
と
の
緊
密
な
関
係
は
無
視
で
き
な
い
。
李
伯
康
と
は
、
張
署
の
歌
辞
に
「
州
家
中
名
使
家
抑
」
と
い

う
句
が
あ
る
よ
う
に
、
召
還
に
当
り
張
暑
の
名
を
上
申
し
た
人
物
で
あ
る
。
韓
愈
も
こ
の
李
伯
康
と
入
魂
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
「
十
ム
寸
員
外
寄
紙



筆
」
〔
李
員
外
紙
筆
を
寄
す
〕
（
巻
三
〉
と
い
う
詩
と
「
祭
榔
州
李
使
君
文
」
（
『
韓
昌
初
公
文
集
校
注
』
第
五
巻
）
と
を
書
い
て
い
る
。
と
り
わ

け
、
こ
の
祭
文
に
は
、
韓
愈
が
陽
山
滞
在
中
に
李
伯
康
か
ら
受
け
た
思
恵
を
中
心
に
、
交
遊
の
委
細
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
李
伯
康
に
関

（

9
）
 

し
て
は
、
今
、
樫
徳
輿
に
そ
の
墓
誌
銘
が
あ
っ
て
、
「
十
九
年
秋
七
月
榔
州
刺
史
に
拝
せ
ら
る
：
：
：
中
略
：
：
：
永
貞
元
年
十
月
某
日
甲
子
春

秋
六
十
三
」
と
い
う
記
述
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
貞
元
十
九
年
の
冬
に
都
を
離
れ
て
南
方
に
赴
い
た
韓
愈
に
や
や
先
ん
じ
て
、
彼
は
榔
州
の

刺
史
に
着
任
し
て
い
た
と
わ
か
る
。

ま
た
、
卒
し
た
年
月
と
そ
の
年
齢
の
記
述
か
ら
、
刺
史
に
な
っ
た
後
の
彼
の
晩
年
は
、
韓
愈
が
都
を
離

れ
て
い
た
期
間
に
ち
ょ
う
ど
内
包
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
も
わ
か
る
。
偶
然
と
は
言
え
、

ま
た
、
身
分
が
異
な
る
と
は
言
っ
て
も
、
嶺
南

道
連
州
の
管
轄
下
に
置
か
れ
る
陽
山
の
県
令
の
韓
愈
が
、
山
嶺
を
越
え
た
向
う
側
に
あ
る
江
南
道
の
榔
州
刺
史
と
親
密
な
関
係
に
あ
り
、
交

遊
を
展
開
し
て
い
た
の
は
、

ま
こ
と
に
興
味
深
い
。
韓
愈
は
、
直
接
の
上
司
で
あ
る
は
ず
の
連
州
刺
史
に
関
し
て
は
詩
文
を
残
し
て
い
な
い
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か
ら
、
な
お
さ
ら
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
こ
う
し
た
李
伯
康
と
の
交
遊
は
、
や
は
り
、
張
署
の
存
在
が
あ
っ
て
こ
そ
、
韓
愈
に
と
っ
て
意
味
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
、

た
だ
の
榔
州
刺
史
で
は
な
く
、
そ
の
管
轄
下
に
臨
武
県
を
も
含
み
、

か
ね
て
か
ら
韓
愈
の
気
を
引
く
張
署
が
そ
の
県
令
を
任
う
と
い

う
榔
州
の
刺
史
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
李
伯
康
は
脚
光
を
浴
び
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
李
伯
康
は
、
山
嶺
に
よ
っ
て
隔
て
ら
れ
た
韓
愈
と
張
署

と
を
結
ぶ
仲
介
者
た
る
観
を
呈
す
る
が
、
韓
愈
が
こ
の
人
脈
を
う
ま
く
活
か
し
、
張
署
と
の
心
の
距
離
を
縮
め
る
努
力
を
し
て
い
た
と
す
る

の
は
十
分
推
測
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
で
は
一
章
に
於
い
て
「
祭
河
南
張
員
外
文
」
に
付
さ
れ
た
劉
大
樹
の
「
退
之
の
祭
文
張
員
外
を

以
て
第
一
と
し
、
李
使
君
之
に
次
ぐ
。
」
と
い
う
評
を
と
り
あ
げ
た
が
、
こ
の
評
は
、
こ
の
李
伯
康
を
仲
介
者
と
し
て
築
か
れ
た
韓
愈
と
張
署

を
結
ぶ
人
脈
が
あ
っ
た
事
実
に
目
を
向
け
る
な
ら
、
左
遷
期
、
そ
れ
も
南
方
に
於
け
る
こ
人
の
交
遊
者
を
祭
る
文
が
一
括
し
て
選
択
さ
れ
、

高
い
評
価
を
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
意
味
深
長
な
も
の
に
感
じ
ら
れ
て
く
る
。



立J

念
は
恐
山
に
於
い
て
痛
切
に
孤
独
を
感
じ
、
道
家
の
世
界
へ
深
く
傾
斜
し
て
い
っ
た
と
い
う
見
方
が
あ
る
が
、
そ
う
し
た
寂
実
の
中
に

（
日
）

し
ず
む
韓
愈
を
裏
付
け
る
か
の
よ
う
に
、
陽
山
で
作
ら
れ
た
張
署
と
の
交
遊
に
関
す
る
詩
「
叉
魚
」
〔
魚
を
叉
す
〕
（
巻
二
〉
も
あ
り
、
そ
こ

に
は
独
り
魚
刺
し
に
興
じ
る
韓
愈
の
姿
が
見
え
る
。
こ
の
詩
中
の
捕
獲
し
た
魚
を
食
す
る
段
に
は
「
胸
成
思
我
友
、

観
梁
憶
五
口
僚
」

〔
謄
成

っ
て
我
が
友
を
思
い
、
観
楽
し
く
し
て
吾
が
僚
を
憶
う
。
〕
と
い
う
こ
句
が
あ
り
、

」
こ
で
は
、

張
署
が
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
な
い
た
め
に

山
嶺
の
向
う
側
に
思
い
を
馳
せ
る
韓
愈
の
心
情
が
表
白
さ
れ
た
。
か
よ
う
な
張
署
と
の
再
会
を
望
む
気
持
ち
は
、

「
祭
河
南
張
員
外
文
」

で

見
た
通
り
、
県
境
に
於
け
る
宿
泊
と
い
う
別
な
か
た
ち
で
実
を
結
ん
だ
ら
し
い
の
で
あ
る
が
、

い
ず
れ
も
陽
山
に
於
け
る
現
在
の
境
遇
を
、

何
と
か
打
破
し
た
い
と
願
う
韓
愈
の
偽
わ
ら
ざ
る
心
情
が
反
映
し
、
詩
や
祭
文
に
於
け
る
行
為
と
な
っ
た
に
ち
が
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の

点
を
ふ
ま
え
る
と
、
榔
州
に
於
け
る
人
脈
は
韓
愈
の
寂
実
、
焦
燥
を
鎮
め
る
大
き
な
鍵
を
握
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
か
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
張
署
の
名
が
李
伯
康
に
よ
っ
て
上
申
さ
れ
る
の
を
阻
ん
だ
使
家
、
す
な
わ
ち
、
湖
南
観
察
使
の
存
在
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
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う
。
な
ぜ
な
ら
榔
州
に
於
け
る
人
脈
を
大
い
に
刺
激
し
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
時
の
湖
南
観
察
使
は
楊
逮
と
い
う
人
物
で
あ
り
、

彼
は
、
中
央
で
政
治
改
革
に
腐
心
す
る
柳
宗
元
に
貞
元
十
二
年
に
い
ち
は
や
く
娘
を
嫁
が
せ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
南
方
に
あ
っ
て
も
、
そ

の
権
力
を
笠
に
着
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
送
楊
支
使
序
」
（
『
韓
昌
梨
文
集
佼
注
』
第
四
巻
）

に
見
え
る
部
下
の
楊
儀
之
な
る
人
物
を
観

察
支
使
と
し
て
陽
山
に
派
遣
し
て
い
る
こ
と
な
ど
は
、
こ
の
楊
患
が
韓
愈
に
加
え
た
圧
力
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
て
み
る
と
、
韓
愈
に

は
都
を
離
れ
て
い
て
も
相
当
の
牽
制
が
あ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
中
央
の
動
き
に
対
抗
す
る
意
味
で
も
、
李
伯
康
と
の
密

な
る
交
遊
は
疎
か
に
は
で
き
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
至
る
と
、
榔
州
に
於
け
る
人
脈
は
、
韓
愈
の
利
害
が
微
妙
に
絡

ん
だ
用
意
周
倒
の
人
脈
と
い
っ
た
観
を
呈
し
て
く
る
。

簡
単
で
は
あ
る
が
、
上
述
の
如
く
韓
愈
を
取
り
巻
く
背
景
、
と
く
に
榔
州
に
於
け
る
人
脈
に
つ
い
て
見
る
と
、
そ
こ
に
は
、
不
自
然
で
何



か
ぎ
く
し
ゃ
く
と
し
た
力
の
拾
抗
の
よ
う
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
私
は
、

「
八
月
十
五
夜
贈
張
功
曹
」

の
詩
に
う
か
が
わ
れ
た

韓
愈
の
心
の
在
り
方
に
も
、
や
は
り
、
こ
れ
に
似
た
も
の
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
換
言
す
れ
ば
恐
ら
く
韓
愈
の
悲
観
に
彩
ら
れ
た

欝
屈
で
あ
り
、

心
の
閉
塞
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
張
署
の
そ
れ
と
酷
似
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
韓
愈
は
、
か
よ
う

な
心
の
在
り
方
に
気
を
配
り
、

「
命
」
の
語
を
用
い
る
の
に
も
配
慮
を
し
、

自
分
の
命
へ
の
悟
り
の
程
を
明
確
に
示
さ
な
か
っ
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

五

詩
に
関
す
る
考
察
を
、
江
陵
よ
り
榔
州
・
陽
山
へ
と
時
間
を
遡
っ
て
加
え
て
き
た
が
、
逆
に
、

つ
ま
り
、
韓
愈
の
左
遷
期
に
於
け
る
歩
み

り
、
そ
れ
が
、
や
が
て
、

江
陵
に
於
け
る
人
間
存
在
へ
の
深
い
思
惟
と
な
っ
て
表
白
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「
寒
食
日
出
遊
・
・
．
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に
従
っ
て
詩
を
見
て
い
く
と
、
張
署
と
の
交
遊
の
過
程
に
、
人
生
、
人
の
運
命
と
い
う
も
の
へ
の
関
心
、
探
究
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ

：
・
」
の
詩
で
刻
印
さ
れ
た
「
関
山
遠
別
固
其
理
、
寸
歩
難
見
始
知
命
」
と
い
う
こ
句
こ
そ
、
そ
う
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
一
連
の
思
惟
の
経
緯

の
最
も
深
ま
っ
た
も
の
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
「
祭
河
南
張
員
外
文
」
も
、

そ
う
し
た
深
ま
っ
た
思
惟
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
詩
の
延
長
に
あ
る
文
章
と
し
て
、

読
ま
れ
る
ベ

き
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
る
。

祭
文
の
叙
述
に
よ
れ
ば
、
韓
愈
は
、
江
陵
に
於
け
る
張
署
と
の
別
離
後
、
彼
と
の
再
会
を
長
安
で
果
た
し
た
。

し
か
し
、
以
来
、
十
一
年

問
、
交
遊
は
、
そ
れ
ま
で
の
連
綿
た
る
も
の
と
は
打
っ
て
変
わ
り
、
「
君
出
づ
れ
ば
我
入
る
、

相
避
く
る
が
如
く
然
り
」
と
、

意
外
な
か
た

ち
で
展
開
し
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
そ
の
ま
ま
遂
に
元
和
十
二
年
の
張
署
の
死
を
迎
え
た
と
い
う
。



死
者
張
署
を
祭
る
に
際
し
、
こ
の
時
奇
く
も
天
命
を
知
る
五
十
の
齢
に
あ
っ
た
韓
愈
の
胸
中
に
去
来
し
た
も
の
は
、

い
っ
た
い
何
で
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
恐
ら
く
、
祭
文
の
読
者
各
人
の
想
像
に
よ
る
し
か
な
い
だ
ろ
う
。

命
に
対
し
て
、

し
か
し
、
そ
れ
ま
で
の
思
惟
の
深
ま
り
と
、
別
離
後
の
思
い
も
よ
ら
ぬ
交
遊
の
展
開
よ
り
し
て
、
こ
こ
に
新
た
に
、
人
の
一
生
、
人
の
運

い
っ
そ
う
深
く
探
究
す
る
韓
愈
が
存
し
た
と
す
る
の
は
、
推
測
に
難
く
な
い
。
嘗
て
二
人
の
交
遊
接
触
を
阻
ん
だ
も
の
は
、

陽
山
に
於
け
る
険
し
い
山
嶺
、
洞
庭
湖
に
於
け
る
大
波
、
そ
し
て
江
陵
に
於
け
る
張
署
の
病
気
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、

そ
れ
は
、
擦
れ
違
う

官
途
と
な
り
、
更
に
は
、
永
久
に
二
人
を
引
き
裂
く
死
と
な
る
。

か
よ
う
な
張
者
と
の
皮
肉
な
劇
を
見
て
い
る
か
の
よ
う
な
交
遊
の
回
想
の

う
ち
に
、
痛
切
な
る
哀
惜
を
以
て
、

こ
こ
に
、
人
間
存
在
に
対
す
る
嘗
て
な
い
無
比
の
不
可
解
さ
を
認
め
、
自
己
の
半
生
と
運
命
を
も
回
顧

し
凝
視
す
る
韓
愈
の
姿
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
不
思
議
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

〔注〕

（

1
）
 

（

2
）
 

（

3
）
 

（

4
）
 

（

5
）
 

（

6
）
 

（

7
）
 

（

8
）
 

（

9
）
 

（叩）
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張
署
の
詩
と
し
て
は
、
「
踊
韓
退
之
」
の
一
首
の
み
が
『
全
唐
詩
』
巻
三
百
十
四
に
見
え
る
。

布
目
潮
訊
・
中
村
喬
共
著
『
唐
才
子
博
之
研
究
』
（
汲
古
書
院
一
九
七
二
年
）
の
〔
二
二

O
〕
「
韓
愈
」
に
依
る
。

『
経
史
百
家
雑
紗
』
で
は
「
以
上
在
陽
山
臨
武
時
間
人
相
約
曾
於
界
上
」
と
見
え
る
。

『
経
史
百
家
雑
紗
』
で
は
「
以
上
自
在
京
別
後
途
不
復
見
」
と
見
え
る
。

原
文
は
「
南
昌
」
。
清
水
茂
氏
は
、
朱
喜
…
『
考
異
』
の
按
語
に
よ
っ
て
「
南
康
」
に
改
め
て
い
る
。
今
、
こ
れ
に
し
た
が
う
。

詩
の
書
き
下
し
文
は
、
久
保
天
随
の
『
韓
退
之
詩
集
』
上
下
（
「
続
国
訳
漢
文
大
成
」
文
学
部
）
を
主
に
参
考
に
し
て
作
成
し
た
。

原
文
は
「
休
垂
絶
徴
千
行
涙
共
泥
清
湘
一
葉
舟
今
日
嶺
猿
乗
越
鳥
可
憐
同
賠
不
知
愁
」

原
文
は
「
山
作
創
横
江
寓
鏡
扇
舟
斗
轄
疾
於
飛
週
領
笑
向
張
公
子
終
日
思
日
開
此
日
開
」

『
全
唐
文
』
（
巻
五
百
三
）
に
収
め
る
「
使
持
節
榔
州
諸
軍
事
権
知
郡
川
刺
史
賜
緋
魚
袋
十
字
公
墓
誌
銘
」
の
こ
と
。

小
野
四
平
氏
の
「
陽
山
に
お
け
る
韓
愈
｜
〈
送
王
秀
才
序
〉
・
〈
送
区
冊
序
〉
ノ
I
ト
の

l
」
主
旨
に
基
づ
く
。



（
日
」

こ
の
詩
題
に
つ
い
て
は
テ
キ
ス
ト
の
注
に
「
諸
本
『
魚
』
下
有
『
招
張
功
曹
』
四
字
」
と
あ
り
、
銭
仲
聯
は
作
成
時
を
め
ぐ
る
所
説
を
紹
介
し
、

み
ず
か

自
ら
の
〔
補
樟
〕
で
は
「
今
考
定
為
二
十
一
年
春
在
陽
山
作
、
庶
無
撃
柄
」
と
言
う
。
本
稿
で
も
こ
の
詩
を
陽
山
に
於
い
て
作
ら
れ
た
も
の
と
考

え
た
。
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