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韓
愈
と
洛
陽

ー
ー
ー
元
和
年
間
初
期
に
珍
け
る
克
隠
の
狭
間
｜
｜

和

田

浩

平

韓
愈
（
七
六
八
｜
八
二
四
）
が
陽
山
（
広
東
省
）
へ
庇
斥
さ
れ
た
後
に
中
央
の
長
安
の
地
を
権
知
四
門
博
士
と
し
て
再
ぴ
踏
ん
だ
の
は
元
和

一
冗
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
韓
愈
が
長
安
に
実
質
的
に
長
く
腰
を
据
え
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
尚
書
職
方
員
外
郎
の
地
位
を
得
た
元

和
六
年
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
間
、

つ
ま
り
元
和
二
年
か
ら
元
和
五
年
（
韓
愈
四
十
歳
か
ら
四
十
三
歳
）

の
問
と
言
え
ば
、
韓
愈
は
東
都
洛
陽
を
中
心
に
活
動
を
し

て
お
り
、
所
謂
る
洛
陽
勤
務
の
時
期
に
相
当
す
る
。

(l
) 

こ
の
洛
陽
勤
務
に
つ
い
て
は
、
韓
愈
の
年
譜
に
「
願
い
出
て
洛
陽
勤
務
と
な
る
」
と
そ
の
足
跡
が
刻
ま
れ
る
こ
と
も
あ
る
如
く
、そ
れ
は

彼
の
積
極
的
意
向
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
年
譜
の
示
し
方
は
、
陽
山
へ
の
左
遷
と
い
う
寒
流
の
身
分
か
ら
帰
り
咲
き
、
再
び
中
央

の
潮
流
に
乗
り
始
め
た
韓
愈
へ
の
中
傷
が
再
燃
し
た
様
子
を
歌
っ
た
「
剥
啄
行
」
（
本
稿
に
於
け
る
韓
愈
詩
の
底
本
に
は
、
銭
仲
聯
の
『
韓
昌
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繋
詩
繋
年
集
樟
』
を
用
い
る
。
こ
の
詩
は
そ
の
巻
六
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
以
下
詩
に
つ
い
て
は
集
樟
巻
某
の
形
で
示
す
。
）
と
い
う
詩
、
李

(2
)(

3
) 

朝
の
「
韓
吏
部
行
状
」
ま
た
宋
の
洪
興
祖
の
『
韓
子
年
譜
』
な
ど
に
依
拠
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

確
か
に
、
こ
の
一
瓦
和
初
期
に
於
け
る
韓
愈
の
こ
の
特
異
な
行
動
、
処
世
と
い
う
も
の
は
、
政
治
的
な
理
由
に
由
る
も
の
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

し
か
し

そ
も
そ
も
洛
陽
に
於
け
る
生
活
は

こ
れ
か
ら
明
ら
か
に
し
て
い
く
よ
う
に
、
同
時
に
韓
愈
個
人
の
志
向
に
も
十
分
見
合
う
も
の

で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、

こ
の
洛
陽
に
於
い
て
望
む
生
活
と
は
、
隠
居
を
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

本
稿
は
「
韓
愈
と
洛
陽
」
と
題
し
、
副
題
と
し
て
「
元
和
年
間
初
期
に
於
け
る
吏
隠
の
狭
間
」
と
示
し
た
の
は
、

こ
う
し
た
仕
官
と
隠
居

と
の
狭
間
に
於
け
る
韓
愈
の
処
世
、
生
き
方
の
典
型
を
一
瓦
和
年
間
初
期
の
洛
陽
に
於
け
る
彼
の
生
活
の
中
に
見
出
し
た
か
ら
で
あ
る
。
以
下

の
考
察
に
よ
り
そ
れ
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
き
た
い
。

韓
愈
は
長
慶
四
年
に
長
安
の
靖
安
里
で
五
十
七
歳
で
卒
し
、
彼
と
同
時
代
の
白
居
易
（
七
七
二
｜
八
四
六
）
は
、
太
和
一
克
年
に
蘇
州
刺
史

か
ら
一
戻
っ
て
以
来
の
十
八
年
間
、
洛
陽
を
退
休
の
地
と
し
た
形
の
生
活
を
お
く
り
、
こ
の
地
の
履
道
里
で
七
十
五
歳
の
生
涯
を
終
え
た
。
こ

の
二
人
が
卒
し
た
長
安
と
洛
陽
の
地
は
、
そ
れ
ぞ
れ
二
人
の
志
向
の
違
い
を
よ
く
反
映
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
韓
愈
が
長
安
で
そ
の
一
生
を
閉
じ
た
か
ら
と
は
い
え
、
彼
が
洛
陽
を
好
ま
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

志
向
の
性
質
と
比
重
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
と
し
て
も
、
洛
陽
が
韓
愈
の
生
涯
で
関
っ
た
時
間
は
多
く
、
重
要
な
場
で
あ
っ
た
こ
と
は
変
わ
ら

お
の

な
い
。
韓
愈
は
洛
陽
を
離
れ
て
い
て
も
洛
陽
の
こ
と
を
し
ば
し
ば
口
に
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
の
洛
陽
へ
の
思
い
の
強
さ
を
自
ず
と
示
し

て
い
る
。
今
そ
れ
が
表
れ
た
詩
文
を
読
む
こ
と
に
す
る
。
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貞
元
十
八
年
、
韓
愈
が
長
安
で
四
門
博
士
の
任
に
あ
っ
た
こ
ろ
、
彼
は
友
人
の
崖
霊
に
「
輿
崖
草
書
」
（
山
佳
牽
に
与
う
る
の
書
〕
文
章
の

底
本
に
は
、
清
の
馬
其
一
利
の
『
韓
昌
禁
文
集
校
注
』
を
用
い
る
。
こ
の
文
章
は
、
そ
の
巻
三
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
以
下
文
章
に
つ
い
て
は

校
注
巻
某
の
形
で
一
不
す
。
）
と
い
う
手
紙
を
書
い
た
。
山
住
葦
は
韓
愈
と
同
じ
く
貞
元
八
年
の
進
士
。
彼
は
こ
の
時
、
洛
陽
を
去
っ
て
宣
州
（
安

徽
省
）
の
判
官
に
な
っ
て
い
た
。
今
、

こ
の
文
章
を
読
む
と
韓
愈
の
洛
陽
へ
の
基
本
的
姿
勢
、

及
び
し
た
た
か
な
思
い
が
わ
か
る
。
次
に
そ

れ
が
明
ら
か
な
部
分
を
引
用
す
る
。

僕
無
以
白
全
活
者
、
従
一
官
於
此
、
轄
困
窮
甚
。
思
自
放
於
伊
穎
之
上
、
骨
田
亦
終
得
之
。
近
者
尤
衰
懲
、
左
車
第
二
牙
無
故
動
揺
股
去
。

目
視
昏
花
、
尋
常
問
便
不
分
人
顔
色
。
雨
量
半
白
、

頭
髪
五
分
亦
白
其
一
、
髪
亦
有
一
室
雨
白
者
。
僕
家
不
幸
、
諸
父
諸
兄
皆
康
彊
早

世
、
如
僕
者
又
可
以
園
於
久
長
哉
。
以
此
忽
忽
思
輿
足
下
相
見
一
道
其
懐
。
小
児
女
満
前
、
能
不
顧
念
。
足
下
何
由
得
蹄
北
来
。
僕
不

梁
江
南
。
官
渦
便
終
老
嵩
下
、

足
下
可
相
就
。
僕
不
可
去
失
。

私
は
生
活
が
成
り
立
た
な
い
の
で

こ
こ
長
安
で
一
つ
の
官
職
に
つ
い
て
い
ま
す
が

い
っ
そ
う
ひ
ど
く
窮
乏
し
て
い
ま
す
。
伊
水

穎
水
の
ほ
と
り
に
自
由
に
く
ら
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、
い
ず
れ
は
そ
う
し
た
い
も
の
で
す
。
近
ご
ろ
と
り
わ
け
衰
え
が
ひ
ど
く
、

左
下
顎
の
第
二
大
臼
歯
が
ど
う
い
う
わ
け
か
ぐ
ら
つ
い
て
抜
け
落
ち
ま
し
た
。
目
も
ち
ら
ち
ら
か
す
ん
で
、
す
ぐ
近
く
の
と
こ
ろ
で
き

え
人
の
顔
つ
き
が
わ
か
り
ま
せ
ん
。
両
方
の
賓
の
毛
は
半
分
白
く
、

頭
髪
も
五
分
の
一
が
白
く
な
り
、
ひ
げ
に
も
一
本
二
本
白
い
も
の

が
ま
じ
っ
て
い
ま
す
。
私
の
家
族
は
不
幸
な
も
の
で
、

お
じ
た
ち
ゃ
兄
た
ち
は
み
な
健
康
で
あ
っ
た
の
に
早
く
な
く
な
り
ま
し
た
。
私

な
ど
は
長
生
き
す
る
と
考
え
ら
れ
ま
し
ょ
う
か
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
あ
な
た
に
お
目
に
か
か
っ
て
懐
い
を
一
度
う
ち
あ
げ
た
い
と
ふ

と
思
い
ま
し
た
。
小
さ
な
む
す
こ
、

む
す
め
が
私
に
は
い
っ
ぱ
い
い
ま
す
。
心
配
し
な
い
で
お
ら
れ
ま
し
ょ
う
か
。
あ
な
た
は
ど
う
す

れ
ば
北
方
へ
帰
還
で
き
ま
す
か
。
私
は
江
南
が
き
ら
い
で
す
。
任
期
が
満
ち
た
ら
、
嵩
山
の
ふ
も
と
で
死
ぬ
ま
で
隠
居
し
た
い
と
思
っ
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て
い
ま
す
。
あ
な
た
は
そ
こ
へ
お
い
で
下
さ
い
。
私
は
こ
こ
を
離
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。

こ
の
文
章
に
つ
い
て
は
『
韓
昌
繋
文
集
校
注
』
で
馬
其
一
組
が
引
く
清
の
劉
大
樹
の
評
語
に
「
公
、
崖
と
最
も
相
い
知
る
、
故
に
此
の
家
常

本
色
の
言
有
り
」
と
あ
る
如
く
、
文
章
中
に
韓
愈
の
率
直
な
気
持
ち
が
表
現
さ
れ
た
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

そ
し
て
そ
の
気
持
ち
は
、

現
在
を
顧
み
た
上
で
の
不
安
と
将
来
へ
の
希
望
と
か
ら
成
る
。
前
者
は
生
活
の
窮
乏
ゆ
え
に
官
職
に
就
く
必
要

性
を
自
覚
し
、

一
方
で
歯
白
髪
な
ど
の
肉
体
的
衰
弱
に
も
悩
ま
き
れ
る
現
況
を
自
覚
し
た
死
へ
の
不
安
で
あ
る
。
後
者
は
伊
水
、穎
水
、
嵩

山
と
い
う
洛
陽
の
山
川
で
の
隠
居
生
活
、

及
び
嵩
山
へ
崖
牽
が
来
て
く
れ
る
こ
と
へ
の
希
望
で
あ
る
。
不
安
と
希
望
、
こ
の
二
者
は
相
入
れ

な
い
も
の
で
あ
る
。
が

こ
こ
で
は
そ
の
不
安
を
希
望
に
結
び
つ
け
て
い
く
具
体
的
な
解
決
策
が
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。と
す
れ

ギ
み

こ
の
前
向
き
に
し
て
率
直
な
文
章
の
中
に
、
韓
愈
の
平
生
に
於
け
る
生
き
方
が
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。い
ず
れ
に
し
て
も
そ

の
生
き
方
は
、
洛
陽
で
の
隠
居
生
活
を
、
現
在
の
自
分
の
限
界
を
洞
察
し
な
が
ら
遠
く
か
ら
希
求
し
た
も
の
で
あ
り
、
現
実
を
確
か
に
把
握

し
た
生
き
方
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、

こ
の
書
簡
の
冒
頭
の
近
く
に
は
ま
た
次
の
如
き
言
い
方
が
見
え
る
。

無
入
而
不
自
得
、
楽
天
知
命
者
、
固
前
修
之
所
以
禦
外
物
者
也
。
況
足
下
度
越
此
等
百
千
輩
、
宣
以
出
慮
近
遠
累
其
霊
牽
邪
。

ど
こ
へ
行
っ
て
も
満
足
を
感
じ
、
天
を
楽
し
み
命
を
知
っ
て
い
る
こ
と
は
、
も
と
よ
り
先
賢
が
外
物
の
迷
い
を
防
ご
う
と
さ
れ
た
方
法

で
あ
り
ま
す
。
ま
し
て
、

あ
な
た
は
そ
の
人
た
ち
何
千
何
百
人
よ
り
も
は
る
か
に
越
え
て
お
ら
れ
る
の
で
す
か
ら
、
出
処
進
退
任
地
の

遠
近
で
心
を
わ
ず
ら
わ
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
ま
い
。

こ
こ
で
は
、
洛
陽
を
離
れ
た
崖
塞
が
天
命
を
心
の
よ
り
所
と
し
て
出
処
進
退
を
す
る
人
物
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
て
み
る
と
、
こ
こ
で

言
、
っ
こ
の
崖
享
の
身
の
処
し
方
こ
そ
、
こ
の
時
の
韓
愈
が
不
安
を
解
消
す
る
上
で
唯
一
模
範
と
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

-309-(48) 



こ
の
点
を
考
慮
し
て
韓
愈
の
生
き
方
を
推
測
す
る
と
、
現
在
で
は
自
分
の
現
実
生
活
と
事
離
し
て
し
ま
う
隠
居
生
活
も
、

天
を
楽
し
み
命

を
知
る
生
き
方
を
真
撃
に
続
け
て
い
れ
ば
、
そ
れ
は
限
界
の
中
に
も
現
実
性
を
帯
び
て
く
る
。
こ
う
韓
愈
は
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

つ
’
刀
。

こ
の
天
命
を
よ
り
所
と
し
て
自
己
の
限
界
を
悟
り
、
洛
陽
の
自
然
に
自
分
の
生
活
を
求
め
る
と
い
う
構
図
は
、
貞
元
十
九
年
に
、
こ
れ
も

ま
た
洛
陽
を
離
れ
た
陽
山
の
地
で
作
ら
れ
た
「
祭
十
二
郎
文
」
〔
十
二
郎
を
祭
る
文
〕
（
校
注
巻
五
）
に
「
所
謂
る
天
と
い
う
者
誠
に
測
り
難

ゆ
く
さ
き

う
し
て
：
：
：
中
略
：
：
：
今
よ
り
以
往
、
五
口
れ
其
れ
人
世
に
意
無
し
。
嘗
に
数
頃
の
田
を
伊
穎
の
上
に
求
め
て
、
以
て
齢
年
を
待
つ
べ
し
。
」
と

あ
る
の
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

こ
う
し
た
洛
陽
の
自
然
へ
の
言
及
に
際
し
、
韓
愈
が
見
せ
る
精
神
の
自
律
を
天
命
に
求
め
る
姿
勢
、

及
び
吏
と
隠
そ
れ
ぞ
れ
の
限
界
を
牌

明
す
る
態
度
と
い
う
も
の
は
、
文
章
の
み
な
ら
ず
、

お
そ
ら
く
詩
を
読
む
場
合
に
も
注
意
し
て
よ
い
。

7G 

和
7じ

年

江
陵
で
作
ら
れ
た
「
憶
昨
行
和
張
十
こ
〔
憶
昨
行
、
張
十
一
に
和
す
〕
（
集
稗
巻
四
）
と
い
う
七
言
古
詩
に
も
洛
陽
の
自
然

は
歌
わ
れ
る
。

嵩
山
東
頭
伊
洛
岸

勝嵩
事山

グ〉
穿 東栽 頃
を
須t 伊
う j各
るの
を岸
仮
ら
ず

勝
事
不
仮
須
穿
栽

君
嘗
先
行
我
待
満

君
は
当
に
先
行
す
べ
く
我
は
満
を
待
つ

す
い
（
5

）

温
溺
継
ぐ
べ
し
年
を
窮
め
て
推
せ
ん
。

世
溺
可
権
窮
年
推

第
三
句
の
君
と
は
、
韓
愈
と
と
も
に
南
方
へ
流
き
れ
た
張
署
の
こ
と
。
帰
還
途
上
の
江
陵
に
於
い
て
も
張
署
は
韓
愈
と
と
も
に
属
官
を
務

め
た
。
今
、
先
に
長
安
に
帰
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
の
張
署
に
対
し
て
、
韓
愈
は
嵩
山
、
伊
水
、
洛
水
で
の
再
会
を
願
う
。
詩
の
要
旨
は
、
洛

(47) -310-



陽
の
山
水
の
景
勝
は
あ
れ
こ
れ
言
う
ま
で
も
な
く
す
ば
ら
し
い
の
で
、
わ
た
く
し
韓
愈
は
任
期
が
満
ち
次
第
そ
こ
に
行
こ
う
、
張
署
君
も
い

っ
し
ょ
に
長
祖
や
築
溺
の
如
き
稿
耕
生
活
を
し
て
余
生
を
す
ご
そ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
一
読
し
て
明
ら
か
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
自
分

の
限
界
が
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
「
天
」
と
い
う
言
葉
も
見
え
な
い
。
し
か
し
、『
韓
昌
繋
詩
繋
年
集
樗
』
に
於
い
て
銭
仲
聯

が
引
く
朱
繋
尊
の
評
語
に
「
紋
し
得
て
亦
た
朗
快
」
と
あ
る
如
く

こ
の
詩
に
見
え
る
伸
び
や
か
な
調
子
は
、
や
は
り
精
神
の
バ
ラ
ン
ス
を

得
て
こ
そ
成
り
立
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。

韓
愈
が
洛
陽
を
離
れ
て
も
な
お
そ
の
山
川
を
慕
っ
た
詩
と
し
て
、
他
に
も
「
将
蹄
贈
孟
東
野
房
萄
客
」
（
集
樺
巻
二
、
貞
元
十
七
年
、
長
安
）

「
懸
粛
有
懐
」
（
集
稗
巻
二
、
貞
一
克
二
十
一
年
、
陽
山
）
「
寄
崖
二
十
六
立
之
」
（
集
樺
巻
八
、

元
和
七
年
、
長
安
）
「
過
裏
城
」
（
集
樺
巻
十
、

一
瓦
和
十
二
年
、
裏
城
）
な
ど
が
あ
り

こ
れ
ら
の
詩
に
も
隠
居
へ
の
志
向
が
強
く
見
ら
れ
る
。
し
か
し
単
な
る
願
い
で
は
な
く
、
自
律
し
た

精
神
に
も
と
づ
き
、
そ
れ
ら
が
自
己
の
限
界
を
認
識
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
と
き
、
韓
愈
は
洛
陽
の
外
に
身
を
置
き
な
が
ら

も
、
常
に
洛
陽
を
し
た
た
か
に
見
つ
め
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
白
居
易
も
ま
た
洛
陽
を
離
れ
て
い
て
洛
陽
の
こ
と
に
言
及
す
る
の
を
や
め
な
か
っ
た
。
長
慶
三
年
、
彼
が
杭
州
刺
史
で
あ
っ

お
の
お
の

た
こ
ろ
の
詩
、
「
奉
和
李
大
夫
題
新
詩
二
首
各
六
韻
」
〔
李
大
夫
が
新
詩
二
首
を
題
せ
る
に
和
し
奉
る
各
々
六
韻
〕
（
白
居
易
の
詩
の
底
本
に
は

平
岡
武
夫
、
今
井
清
編
『
白
氏
文
集
歌
詞
索
引
』
同
朋
舎
一
九
八
九
の
第
三
冊
「
白
氏
文
集
歌
詞
篇
」
を
用
い
た
。
こ
の
詩
の
作
品
番
号
は

一
三
八
三
）
の
第
一
首
「
因
巌
亭
」
に
は
次
の
四
句
が
見
え
る
。

箕
穎
人
窮
燭

箕
穎
は
人
窮
独

蓬
壷
路
阻
難

何蓬
ぞ壷
如しは
か路
ん阻
吏難
隠
を
兼
ね

何
如
兼
吏
隠

(46) 



復
得
事
踏
翠

ま
せ
い
は
ん

復
た
踏
翠
を
事
と
す
る
を
得
る
に
。

こ
の
四
句
を
解
す
る
と
「
箕
山
、
穎
水
は
窮
独
の
人
が
い
る
と
こ
ろ
で
、
蓬
莱
は
路
遠
く
険
難
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
に
住
む
隠
者
も

仙
人
も
君
（
李
大
夫

が
吏
と
隠
と
を
兼
ね
て

こ
の
因
厳
亭
に
登
撃
す
る
こ
と
に
な
る
の
に
は
及
ば
な
い
」
と
な
る
。
既
に
明
ら
か
で
あ

る
が
、
こ
こ
で
は
隠
者
と
仙
人
の
世
界
が
現
実
か
ら
遠
い
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
、
吏
隠
を
融
合
し
て
中
庸
を
得
る
の
が
善
し
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
白
居
易
の
詩
に
は
、
仕
官
と
隠
居
と
を
冷
静
に
割
り
切
っ
た
観
が
あ
る
が
、
韓
愈
詩
に
は
そ
れ
が
見
出
せ
な
い
。

ま
た
、

白
居
易
が
宝
暦
元
年
に
蘇
州
で
作
っ
た
詩
「
歳
暮
寄
微
之
三
首
」
〔
歳
暮
微
之
に
寄
す
三
首
〕

に
は
「
雄
欠
結
瞳
嵩
洛
下

一
時
時
去
作
閑
人
」
〔
瞳
を
嵩
洛
の
下
に
結
ぶ
を
欠
く
と
錐
も

の
第
三
首
（
作
品
番
号
二
四
五
二
）

一
時
に
帰
り
去
っ
て
閑
人
と
作
ら
ん
〕
と
い
う

二
句
が
見
え
る
が
、
韓
愈
詩
に
は

こ
う
い
う
嵩
山
や
洛
水
を
突
き
放
す
姿
勢
も
見
出
せ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
洛
陽
を
離
れ
て
歌
わ
れ
た
詩
と
い
う
視
点
で
、
白
居
易
と
韓
愈
の
作
品
を
読
み
比
べ
て
み
る
と
、
韓
愈
詩
に
顕
著
な
特
長
は
、

洛
陽
へ
の
隠
居
を
望
む
姿
勢
が
強
く
見
ら
れ
る
一
方
で
、
仕
官
と
い
う
現
実
へ
の
対
応
が
暖
昧
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
嵩
山
・

洛
水
・
穎
水
な
ど
の
山
川
自
然
も
そ
の
た
め
に
題
材
と
し
て
一
歩
退
い
た
形
で
冷
た
く
扱
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

こ
の
相
違
は
お
そ
ら
く
韓
愈
と
白
居
易
の
資
質
の
違
い
に
由
る
も
の
で
、
そ
の
た
め
に
洛
陽
の
自
然
に
対
す
る
志
向
の
表
現
の
仕
方
も
異

っ
て
く
る
の
だ
ろ
う
。
仕
官
と
隠
居
と
の
狭
間
に
立
っ
て
ク
ー
ル
に
自
己
の
限
界
を
示
す
詩
は
韓
愈
に
は
見
え
な
い
。
し
か
し
、
実
際
の
韓

愈
の
姿
勢
は
「
奥
山
佳
霊
書
」
に
見
え
た
よ
う
に
し
た
た
か
な
も
の
で
あ
り
、
本
質
的
に
は
白
居
易
の
場
合
と
さ
ほ
ど
変
ら
な
い
も
の
と
思
わ

れ
る
。
現
実
を
顧
み
な
い
か
に
見
え
る
韓
愈
詩
は
、

む
し
ろ
逆
に
吏
隠
の
間
で
の
心
の
相
克
を
よ
く
伝
え
て
い
る
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な

し 1
0 
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一
元
和
初
期
の
洛
陽
勤
務
。
そ
れ
は
東
都
を
離
れ
て
も
な
お
強
く
こ
の
地
を
望
ん
で
い
た
韓
愈
の
さ
さ
や
か
な
実
現
を
見
た
時
期
で
あ
っ
た
。

彼
が
こ
の
機
に
見
出
し
た
石
洪
（
七
七
一
ー
ー
八
二
一
）
温
造
（
七
六
六
｜
八
三
五
）
李
湖
（
七
七
三
｜
八
三
二
ら
の
山
人
た
ち
。
彼
ら

は
お
そ
ら
く
韓
愈
が
憧
憶
す
る
生
活
の
具
現
者
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
ら
へ
の
韓
愈
の
評
価
は
厳
し
い
。

人
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

元
和
六
年
、
韓
愈
が
河
南
県
令
の
任
に
あ
っ
た
こ
ろ
、
「
寄
直
全
」
〔
慮
全
に
寄
す
〕
（
集
樟
巻
七
）
と
い
う
詩
を
つ
く
り
、

水
北
山
人
得
名
聾

去
年
去
作
幕
下
士

水
南
山
人
又
継
往

鞍
馬
僕
従
塞
間
里

少
室
山
人
索
債
高

雨
以
諌
官
徴
不
起

彼
皆
刺
口
論
世
事

有
力
未
完
遭
駆
使

こ
の
三
人
の
山

水
北
の
山
人
（
石
洪
）
名
声
を
得
た
り

去
年
去
っ
て
幕
下
の
士
と
作
る
。

水
南
の
山
人
（
温
造
）
又
た
継
い
で
往
き

ふ
去
、

鞍
馬
僕
従
間
里
に
塞
が
る
。

あ
た
い
も
と

少
室
の
山
人
（
李
激
）
価
を
索
む
る
こ
と
高
く

た
め
た

両
た
び
諌
官
を
以
て
徴
せ
ど
も
起
た
ず
。

彼
れ
皆
な
口
に
刺
し
て
世
事
を
論
、
ず

力
有
り
未
だ
駆
使
に
遭
う
を
免
れ
ず
。

石
洪
と
温
造
は
そ
れ
ぞ
れ
洛
水
の
北
と
南
に
居
を
構
え
た
山
人
、
李
湖
は
嵩
山
の
少
室
山
に
居
し
た
山
人
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
地
も
韓
愈

の
理
想
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
彼
ら
は
世
事
を
鋭
く
批
評
す
る
豊
か
な
見
識
を
も
っ
て
い
た
が
た
め
に
、
俗
界
の
引
き
抜
く
と
こ
ろ
と
な
(44) 



る
。
時
に
は
大
大
的
に
迎
え
ら
れ
、
時
に
は
自
分
に
高
値
を
付
け
て
求
め
に
応
じ
な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
韓
愈
は
、
「
駆
使
に
遭
う
を
免

れ
ず
」
と
言
い
、
彼
ら
を
訊
刺
す
る
。
山
人
と
し
て
の
生
き
方
を
歪
め
た
彼
ら
へ
の
非
難
で
あ
る
。

こ
の
非
難
よ
り
す
る
と
、
韓
愈
に
は
逆
に
善
し
と
す
る
出
仕
の
基
準
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
今
、
こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
て
ゆ
き
た
い
。

第
三
に
名
を
列
ね
た
山
人
李
溺
。
韓
愈
は
こ
の
人
物
を
元
和
四
年
に
訪
問
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
そ
の
時
の
交
遊
に
つ
い
て
は
、
「
嵩
山
天

そ
の
一
端
が
わ
か
る
。

み
ず
か

李
激
と
は
詩
に
「
価
を
索
む
る
こ
と
高
く
、
両
た
び
諌
官
を
以
て
徴
せ
ど
も
起
た
ず
」
と
見
え
る
如
く
、
自
ら
を
高
く
持
し
て
い
た
人
。

『
新
唐
書
』
（
巻
一
百
一
十
六
）
李
溺
伝
（
列
伝
第
四
十
一
二
）
に
引
く
推
薦
を
辞
し
た
彼
の
上
書
も
、
彼
が
誇
り
高
き
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
伝

封
宮
題
名
」
（
校
注
、
遺
文
）
及
び
「
謁
少
室
李
激
題
名
」
（
校
注
、
遺
文
）
に
よ
り
、

、
ぇ
ヲ
ハ
v。韓

愈
は
こ
の
李
湖
に
対
し
て
「
輿
少
室
李
拾
遺
書
」
〔
少
室
の
李
拾
遺
に
与
う
る
の
書
〕
（
校
注
、
外
集
上
巻
）

と
い
う
書
簡
を
書
い
た
。

今
そ
の
一
部
を
読
む
こ
と
に
す
る
。

昔
者
孔
子
知
不
可
属
而
篤
之
不
己
、
足
跡
接
於
諸
侯
之
図
。
印
可
局
之
時
、
自
戴
深
山
、
牢
閥
而
固
距
、
印
輿
仁
義
者
異
守
矢
。
想
拾

遺
公
冠
帯
就
車
、
悪
然
肯
来
、
話
削
所
蓄
積
、
以
補
綴
盛
徳
之
有
闘
遣
、
利
加
が
時
、
名
垂
於
将
来
、
踊
躍
煉
企
、
傾
刻
以
糞
。
又
縞
聞

朝
廷
之
議
、
必
起
拾
遺
公
。
使
者
往
若
不
許
、
即
河
南
必
継
以
行
、
拾
遺
徴
君
若
不
至
、
必
加
高
秩
、
如
是
則
僻
少
就
多
、
傷
於
廉
而

害
於
義
、
拾
遺
公
必
不
矯
也
。
善
人
斯
進
、
其
類
皆
有
望
於
拾
遺
公
、
拾
遺
公
僕
不
矯
起
、
使
衆
善
人
不
輿
斯
人
施
也
。
由
拾
遺
公
而

使
天
子
不
蓋
得
良
臣
、
君
子
不
墨
得
穎
位
、
人
庶
不
蓋
被
悪
利
、
其
害
不
矯
細
、
必
望
審
察
而
遠
思
之
、
務
使
合
が
孔
子
之
道
。

昔
、
孔
子
は
、
実
現
で
き
な
い
の
を
承
知
の
上
で
努
力
を
し
て
惜
し
む
こ
と
な
く
、

そ
の
足
跡
は
諸
侯
の
国
に
近
づ
き
ま
し
た
。
行
動

が
必
要
な
時
に
、
自
分
か
ら
奥
深
い
山
に
隠
れ
て
し
ま
い
、
戸
じ
ま
り
を
し
て
堅
固
に
世
間
か
ら
隔
た
っ
て
い
た
ら
、
仁
義
の
者
と
は
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操
守
を
違
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
わ
た
く
し
の
考
え
で
は
拾
遺
公
が
官
吏
と
な
っ
て
迎
え
の
車
に
乗
り
、
好
意
的
に
こ
ち
ら
に
足
を

運
ん
で
、
豊
か
な
見
識
を
箭
べ
て
盛
徳
の
欠
点
を
補
っ
て
下
さ
る
な
ら
、
利
は
今
の
時
代
に
加
わ
り
、
名
声
は
将
来
に
ま
で
伝
わ
る
こ

と
と
思
わ
れ
ま
す
。
是
非
と
も
早
急
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
下
き
い
。
朝
廷
の
詮
議
で
は
必
ず
や
拾
遺
公
を
推
挙
す
る
だ
ろ
う
と
も
ひ
そ

か
に
う
か
が
っ
て
い
ま
す
。
使
い
の
者
が
そ
ち
ら
に
出
向
い
て
、
も
し
聞
き
入
れ
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
な
ら
、わ
た
く
し
河
南
県
令
の

韓
一
愈
が
、
必
ず
ひ
き
つ
づ
い
て
う
か
が
い
ま
し
ょ
う
。
拾
遺
公
が
徴
さ
れ
て
も
こ
ち
ら
に
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
こ
と
に
な
れ
ば
、

秩
械
は
高
く
増
や
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

少
な
い
方
を
断
っ
て
多
い
方
に
と
り
入
る
こ
と
に
な
り
、

ま
た
、

そ
う
な
る
と
、

し
さ
を
傷
つ
け
て
義
を
害
す
る
こ
と
に
も
な
り
ま
す
が
、
拾
遺
公
な
ら
き
っ
と
そ
う
は
な
さ
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
善
人
の
身
の
振
り
方
、

そ
の
手
本
を
誰
も
が
拾
遺
公
に
期
待
し
て
い
ま
す
。
拾
遺
公
が
も
し
お
起
ち
に
な
れ
ま
せ
ん
と
、
多
く
の
善
人
た
ち
は
あ
な
た
と
と
も

に
活
躍
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
拾
遺
公
の
た
め
に
天
子
は
必
ず
し
も
良
臣
を
得
ら
れ
ず
、
君
子
は
必
ず
し
も
高
位
に
つ
け
ず
、
人
々

は
必
ず
し
も
恵
を
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
損
失
は
大
き
い
も
の
で
す
。
必
ず
や
御
明
察
と
遠
大
な
配
慮
に
よ
っ
て
、
孔
子
の
道
に
ふ

き
わ
し
い
も
の
と
な
る
よ
う
に
し
て
下
き
い
。

こ
の
こ
ろ
有
用
な
人
材
を
抜
擢
す
る
立
場
に
あ
っ
た
韓
愈
は

こ
の
書
簡
に
よ
っ
て
朝
廷
に
出
向
か
な
い
李
湖
を
説
得
し
た
。
書
簡
の
主

旨
は
、
隠
者
で
あ
っ
て
も
時
宜
を
得
て
行
動
を
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
は
つ
ま
し
き
を
忘
れ
ず
仁
義
に
基
づ
く
の
が
望
ま
し
い
と
い
う
も
の

で
あ
る
。

こ
こ
で
所
謂
る
孔
子
の
道
に
仕
官
の
在
り
方
を
求
め
て
い
る
韓
愈
に
は
、
仕
官
と
隠
居
、そ
の
い
ず
れ
か
一
つ
の
み
を
選
択
す
る

と
い
う
偏
向
性
は
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
隠
か
ら
吏
へ
と
転
じ
る
行
為
そ
の
も
の
が
否
定
き
れ
て
い
る
の
で
も
な
い
。
要
す
る
に
書
簡
で

は
、
隠
者
が
仕
官
を
す
る
際
の
バ
ラ
ン
ス
感
覚
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
吏
と
隠
と
の
狭
間
に
立
た
さ
れ
た
山
人
李
激
。
彼
の
出
仕
は

山
人
と
し
て
の
修
養
を
積
ん
だ
割
に
は
過
剰
な
条
件
を
提
示
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
そ
う
い
う
李
激
に
対
す
る
吏
隠
の
狭
間
に
於

必
ず

つ
ま
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け
る
善
処
の
仕
方
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

山
人
李
溺
の
身
の
処
し
方
は
、
お
そ
ら
く
韓
愈
の
交
遊
者
の
中
に
あ
っ
て
も
極
端
な
例
で
あ
ろ
う
。

・
・
、
t

、

ナ
八
カ

そ
れ
に
対
応
し
て
、
包
み
込

ん
で
し
ま
う
奥
行
き
の
深
き
が
韓
愈
に
は
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

前
掲
の
詩
「
寄
直
人
工
」
の
中
で
、
続
け
様
に
出
仕
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
石
洪
と
温
造
。
彼
ら
は
と
も
に
時
の
河
陽
軍
節
度
使
で
あ
っ
た

烏
重
胤
の
引
き
抜
く
と
こ
ろ
と
な
る
。
そ
の
事
状
に
つ
い
て
韓
愈
は
、
元
和
五
年
に
書
か
れ
た
「
途
温
慮
士
赴
河
陽
軍
序
」
〔
温
処
士
の
河
陽

軍
に
赴
く
を
送
る
の
序
〕
（
校
注
巻
四
）
の
中
で
次
の
よ
う
に
伝
え
る
。

東
都
固
士
大
夫
之
巽
北
也
。
侍
才
能
深
戴
而
不
市
者
、
洛
之
北
涯
日
石
生
、
其
南
涯
日
温
生
。
大
夫
烏
公
以
鉄
鎖
鎮
河
陽
之
三
月
、
以

石
生
局
才
、
以
躍
局
羅
、
羅
而
致
之
幕
下
、
未
数
月
也
、
以
温
生
魚
才
、
於
是
以
石
生
局
媒
、
以
曜
矯
羅
、又
羅
而
致
之
幕
下
。

東
都
洛
陽
こ
そ
は
士
大
夫
の
糞
北
で
あ
る
。
才
能
に
自
信
を
持
ち
深
く
し
ま
い
込
ん
で
売
り
に
出
さ
な
か
っ
た
者
に
、
洛
水
の
北
岸
に

ま
さ
か
り

石
洪
君
と
い
う
の
が
お
り
、
南
岸
に
温
造
君
と
い
う
の
が
い
た
。
御
史
大
夫
烏
重
胤
閣
下
は
、
将
軍
の
し
る
し
の
鋭
を
賜
っ
て
河
陽
の

節
度
使
と
な
っ
て
三
月
目
に
、

石
洪
君
を
才
能
が
あ
る
と
認
め
、
札
を
網
と
し
て
、
網
に
と
ら
え
て
幕
僚
の
な
か
に
招
き
寄
せ
て
し
ま

っ
た
。
そ
れ
か
ら
い
く
月
も
た
た
な
い
う
ち
に
、
温
造
君
を
才
能
が
あ
る
と
認
め
、
そ
こ
で
石
洪
君
を
仲
介
者
と
し
て
、
礼
を
網
と
し
、

又
た
網
に
と
ら
え
て
幕
僚
の
な
か
に
招
き
寄
せ
て
し
ま
っ
た
。

文
章
中
に
特
異
な
言
い
方
が
見
え
る
。
「
礼
を
以
て
羅
と
為
し
て
、
羅
し
て
之
れ
を
幕
下
に
致
す
」
こ
れ
は
、
才
能
あ
る
石
洪
と
温
造
も
所

詮
少
し
多
め
の
礼
物
に
屈
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
へ
の
皮
肉
で
あ
る
。
二
人
の
仕
官
の
在
り
方
に
対
す
る
韓
愈
の
見
方
は
、
前
掲
の
詩

「
寄
虚
全
」
で
は
「
鞍
馬
僕
従
、
間
里
に
塞
が
る
」
と
表
わ
さ
れ
、
ま
た
、
詩
「
迭
石
慮
士
赴
河
陽
幕
」
〔
石
処
士
の
河
陽
の
幕
に
赴
く
を
送

き
み
ず
か

る
〕
（
集
樺
巻
七
）
で
は
「
長
く
種
樹
の
書
を
把
っ
て
、
人
は
云
う
世
を
避
く
る
の
土
と
。
忽
ち
将
軍
の
馬
に
騎
し
て
、
自
ら
報
恩
の
子
と
競

(41) 



す
」
と
表
わ
さ
れ
る
。
前
者
は
出
仕
の
不
相
応
、
後
者
は
隠
者
と
し
て
の
鞍
替
え
の
速
さ
を
菰
刺
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
詩
文
で
は

い
ず
れ
も
李
湖
の
場
合
と
同
様
に
出
仕
の
姿
勢
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

礼
物
の
前
に
隠
者
と
し
て
の
判
断
力
を
欠
き
、

強
く
心
が
そ
そ
ら
れ
る
ま
ま
に
出
仕
し
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
な
石
洪
と
温
造
。

そ
う
し

た
彼
ら
の
中
に
韓
愈
が
見
た
も
の
は
、
お
そ
ら
く
確
固
た
る
も
の
を
持
た
ず
ぐ
ら
つ
く
姿
勢
だ
っ
た
。
し
か
し
、
韓
愈
は
彼
ら
を
冷
静
に
見

据
え
て
対
応
し
て
い
る
。

こ
の
よ
、
つ
に
、
石
洪
、
温
造
、
李
激
ら
の
仕
官
の
姿
勢
を
問
題
視
し
譲
る
こ
と
の
な
か
っ
た
韓
愈
を
見
る
限
り
、
彼
は
、
漸
く
実
現
を
果

し
た
洛
陽
の
生
活
に
於
い
て
も
、
自
分
の
価
値
観
の
中
で
の
言
動
を
試
み
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、

温
造
に
つ
い
て
、
『
新
唐
書
』
（
巻
九
十
二
温
大
雅
列
伝
（
列
伝
第
十
六
）
の
附
伝
で
は
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

造
、
字
は
簡
輿
、
姿
表
は
魂
傑
、
性
は
書
を
噌
む
。
然
れ
ど
も
盛
気
あ
り
て
、
降
屈
す
る
所
少
し
。
吏
と
昂
る
を
喜
ば
ず
、
王
屋
山
に

隠
る
。
人
は
其
の
居
を
披
し
て
慮
士
の
竪
と
日
う
。

こ
の
叙
述
は
『
旧
唐
書
』
（
巻
一
百
六
十
五
）
温
造
列
伝
の
も
の
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
旧
唐
書
』
で
は
隠
居
の
と
こ
ろ
を
「
王

屋
に
隠
居
し
漁
釣
遁
逢
を
以
て
事
と
属
す
」
と
い
い
、
ま
た
、
「
新
唐
書
』
の
「
慮
士
の
竪
」
と
い
う
表
現
は
見
え
な
い
。
つ
ま
り
、
『
旧
唐

書
』
で
は
温
造
の
山
人
と
し
て
の
側
面
が
強
調
さ
れ
て
書
か
れ
、
『
新
唐
書
』
で
は
彼
の
処
士
と
し
て
の
側
面
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な

る
石
洪
に
つ
い
て
『
新
唐
書
』
（
巻
一
百
七
十
二
烏
重
胤
列
伝
（
列
伝
第
九
十
六
）

の
附
伝
で
は
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

石
洪
な
る
者
、
字
は
溶
川
、
其
の
先
、
性
は
烏
石
蘭
、
後
に
濁
り
石
を
以
て
氏
と
矯
せ
り
。
至
行
有
り
。
明
経
に
奉
げ
ら
れ
、
黄
州
の

や
し
ば
し
ば

録
事
参
軍
と
局
る
。
罷
め
て
東
都
に
錆
り
、
十
鈴
年
隠
居
し
て
出
で
ず
。
公
卿
数
々
薦
む
る
も
、
皆
な
答
え
ず
。
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こ
こ
で
は
石
洪
が
『
新
唐
書
』
の
編
者
で
あ
る
欧
陽
修
ら
に
よ
っ
て
「
至
行
有
り
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。石
洪
に
は
非
常
に
立
派
な
行

い
が
あ
っ
た
と
見
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
欧
陽
修
は
個
人
的
に
は
石
洪
を
認
め
て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
。

石
洪
は
慮
士
と
篤
り
て
名
嘗
時
に
重
ん
ぜ
ら
れ
し
者
、
以
て
常
に
韓
退
之
の
震
に
橋
道
せ
ら
れ
れ
ば
也
。
唐
の
世
、
慮
士
と
競
す
者
少

な
か
ら
ず
と
属
す
失
。
洪
、
終
始
他
に
人
に
構
せ
ら
る
可
き
無
き
者
。
市
る
に
今
に
至
る
ま
で
其
の
名
濁
り
人
の
耳
目
に
在
る
は
、
韓

文
の
世
に
盛
行
す
る
に
由
る
也
。
而
し
て
洪
の
属
す
所
、
韓
の
道
と
同
じ
か
ら
ず
し
て
勢
い
は
相
い
容
れ
ざ
る
也
。
（
『
欧
陽
文
忠
公
文

集
」
に
収
め
る
「
集
古
録
政
尾
』

の
「
唐
石
洪
鐘
山
林
下
集
序
」
に
依
る
）

欧
陽
修
の
評
価
は
厳
し
く
、
処
士
と
し
て
石
洪
を
見
た
場
合
に
、
彼
を
全
面
的
に
は
認
め
難
い
人
物
と
し
て
い
る
。
石
洪
は
隠
に
し
て
隠

に
非
ず
、
吏
に
し
て
吏
に
非
ず
と
い
う
こ
面
的
な
性
格
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
、
山
人
と
し
て
の
修
養
の
片
も
感
じ
き
せ
な
い
人
物
と
映
る
が
、

彼
を
処
士
と
し
て
扱
う
場
合
に
も
問
題
が
あ
る
と
欧
陽
修
は
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
石
洪
の
行
為
を
韓
愈
の
道
と
異
な
る
も
の

と
し
て
い
る
。

清
の
曽
国
藩
も
石
洪
に
対
し
て
「
石
庭
士
の
名
、
殆
ん
ど
能
く
一
世
の
人
を
傾
く
。

而
る
に
韓
公
甚
だ
し
く
は
之
れ
を
許
き
ず
」
（
『
求
闘

粛
讃
書
録
』
集
部
に
収
め
る
『
韓
昌
繋
集
』
「
集
賢
院
校
理
石
君
墓
誌
銘
」
の
評
語
）と
い
、
っ
。

こ
の
ト
で
つ
に
、
正
史
に
於
い
て
は
、
温
造
に
対
す
る
見
方
が
異
な
り
、

ま
た
、
欧
陽
修
、
曽
国
藩
ら
の
諸
家
は
石
洪
に
対
し
て
辛
い
見
方

を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
こ
の
山
人
た
ち
の
吏
隠
の
狭
間
に
於
け
る
姿
勢
が
、
韓
愈
の
そ
れ
に
適
っ
て
い
な
い
と

い
う
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
韓
愈
自
身
の
石
洪
、
温
造
ら
の
意
外
な
出
仕
に
対
す
る
感
慨
は
次
の
も
の
で
あ
っ
た
。
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愈
麻
原
於
蕊
、
不
能
白
引
去
、
資
二
生
以
待
老
、
今
皆
矯
有
力
者
奪
之
。
其
何
能
無
介
然
於
懐
邪
。

わ
た
く
し
韓
愈
は

（
洛
陽
）の
官
職
に
し
ば
ら
れ
て
、
自
分
か
ら
引
退
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
二
君
を
た
よ
り
に
老
い
ゆ

こ
の
土
地

こ
う
と
し
た
の
が

ど
ち
ら
も
権
力
あ
る
人
に
奪
い
取
ら
れ
た
。
心
中
、
し
こ
り
を
な
く
し
よ
う
と
し
て
も
で
き
な
い
こ
と
で

い
ま
、

中
め
ヲhv。

こ
れ
は
前
掲
「
迭
温
慮
士
赴
河
陽
軍
序
」
に
見
え
る
終
り
の
部
分
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
石
洪
と
温
造
が
全
く
否
定
き
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
「
二
生
に
資
っ
て
以
て
老
い
を
待
つ
」
と
の
言
い
方
の
中
に
は
、
む
し
ろ
好
意
的
な
私
情
が
打
ち
あ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
ら

お
も

の
出
仕
に
つ
い
て
は
「
懐
い
に
介
然
た
る
」
と
い
う
。
つ
ま
り
心
に
し
こ
り
が
残
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

心
に
残
っ
た
し
こ
り
の
存
在
。
こ
れ
は
韓
愈
に
は
吏
隠
の
狭
間
に
於
い
て
基
準
が
あ
っ
た
こ
と
を
逆
に
裏
付
け
る
。
そ
の
基
準
と
は
既
に

明
ら
か
で
あ
る
が

つ
ま
し
き
を
忘
れ
ず
に
、
し
か
も
仁
義
に
惇
る
こ
と
の
無
い
孔
子
の
道
で
あ
る
。
洛
陽
を
離
れ
て
い
て
も
培
っ
て
い
た

精
神
の
自
律
は

こ
う
い
う
形
で
生
き
つ
づ
け
た
の
だ
ろ
う
か
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
共
感
を
覚
え
て
敢
え
て
接
近
し
た
山
人
た
ち
の
身
の

振
り
方
に
対
し
て
も
、
韓
愈
は
迷
う
こ
と
の
な
い
尺
度
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

三
人
の
山
人
の
中
で
も
、

石
洪
と
の
交
遊
は
と
り
わ
け
緊
密
な
観
が
あ
る
だ
け
に
、
そ
の
急
な
転
身
ぶ
り
に
対
応
す
る
韓
愈
の
強
固
な
内

面
的
姿
勢
の
存
在
を
逆
に
推
測
さ
せ
る
。

石
洪
と
の
交
遊
の
足
跡
を
知
る
も
の
と
し
て
二
つ
の
題
名
が
あ
る
。
今
、
そ
れ
を
列
挙
す
る
。

韓
愈
退
之
、
李
朝
習
之
、

石
洪
溶
川
同
登
。
「
長
安
慈
恩
塔
題
名
」
（
校
注
、
遺
文
）

孟
郊
東
野
、
柳
宗
元
子
厚
、

慮
士
石
洪
溶
川
、
吏
部
員
外
王
仲
箭
弘
中
、
水
部
員
外
鄭
楚
相
叔
放
、
洛
陽
懸
令
潜
宿
陽
乾
明
、
園
子
博
士
韓
愈
退
之
、
前
試
左
武
衛

胃
曹
李
演
康
文
、
前
杭
州
銭
塘
懸
尉
鄭
紘
文
明
、
元
和
三
年
十
月
九
日
同
遊
。
「
一
幅
先
塔
寺
題
名
」
（
校
注
、
遺
文
）

前
者
は
長
安
に
於
け
る
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
洛
陽
に
於
け
る
も
の
で
あ
る
。
二
つ
の
題
名
に
よ
っ
て
韓
愈
と
石
洪
の
交
遊
の
舞
台
の
広
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が
り
が
わ
か
る
。
現
在
韓
愈
の
題
名
は
七
つ
伝
わ
る
が
、

そ
の
中
で
唯
一
石
洪
の
み
が
こ
の
よ
う
に
二
度
そ
の
名
を
韓
愈
と
と
も
に
題
き
れ

て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
名
勝
に
於
け
る
二
人
の
交
遊
の
機
会
が
豊
富
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
二
つ
の
題
名
に
見
え
る

他
の
交
遊
者
の
顔
ぶ
れ
か
ら
判
断
す
る
と
、
前
者
は
所
謂
る
韓
門
の
中
に
打
ち
解
け
る
石
洪
を
示
し
て
お
り
、
後
者
は
洛
陽
に
集
え
る
名
士

の
一
人
と
し
て
の
石
洪
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

次
に
、
韓
愈
の
石
洪
に
関
す
る
詩
文
を
列
挙
す
る
と
「
迭
石
庭
士
序
」
（
校
注
巻
四
）
「
迭
石
慮
士
赴
河
陽
幕
」
（
前
掲
）
「
祭
石
君
文
」
（
校

注
外
集
上
巻
）
「
集
賢
院
校
理
石
君
墓
誌
銘
」
（
校
注
巻
六
）

こ
れ
は
李
激
と
温
造
に
関
す
る
も
の
が
「
輿
少
室
李

の
四
作
品
に
す
ぎ
な
い
。

拾
遺
書
」
（
前
掲
）
「
迭
温
慮
士
赴
河
陽
軍
序
」
（
前
掲
）
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
一
作
品
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
と
同
様
に
多
い
と
は
言
え
な
い
。

し
か
し
、

石
洪
の
場
合
に
は
、
他
の
二
者
と
は
異
っ
て
祭
文
と
墓
誌
銘
が
書
か
れ
て
お
り
、
こ
の
点
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

韓
愈
が
姻
戚
関
係
に
な
い
人
物
に
対
し
て
祭
文
と
墓
誌
銘
と
の
二
丈
を
書
く
こ
と
は
極
め
て
稀
で
あ
っ
た
。
今
に
伝
わ
る
二
十
五
篇
の
祭

わ
ず
か
に
五
例
を
数
え
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
選
ば
れ
た
人
物
の
中
に
は
柳
宗
元
や
張
署
な
ど

文
と
七
十
四
篇
の
墓
誌
銘
を
以
て
し
で
も
、

が
い
る
が
、
彼
ら
と
同
じ
扱
い
に
さ
れ
た
石
洪
も
、

そ
の
意
味
で
重
要
人
物
と
言
え
よ
う
。

二
つ
の
題
名
か
ら
想
像
さ
れ
る
交
遊
、
ま
た
、
祭
文
と
墓
誌
銘
が
残
さ
れ
た
意
味
合
い
か
ら
し
て
も
、

石
洪
が
韓
愈
の
交
遊
者
の
中
に
あ

っ
て
、
特
異
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
韓
愈
が
洛
陽
に
於
い
て
自
分
の
晩
年
を
石
洪
を
た
よ
り
な
が
ら
送

り
た
い
と
考
え
て
い
た
の
も
、
全
く
根
拠
が
無
い
わ
け
で
は
無
さ
そ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、

石
洪
は
権
力
者
の
差
し
回
し
に
軽
々
し
く
乗
じ
、
洛
陽
を
後
に
し
て
い
っ
た
。
良
き
交
遊
者
石
洪
を
失
う
こ
と
は
、お
そ
ら
く

韓
愈
に
と
っ
て
相
当
な
痛
手
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
だ
が
韓
愈
は
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
懐
い
に
介
然
た
る
」
と
い
い
、
心
に
し
こ
り
を
残

し
な
が
ら
冷
静
に
石
洪
を
見
送
る
。

や
は
り
吏
隠
の
狭
間
に
於
け
る
譲
れ
な
い
姿
勢
を
韓
愈
が
崩
さ
ず
に
持
っ
て
い
た
か
ら
で
あ

そ
れ
は
、
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る

四

第
三
章
で
掲
載
し
た
「
長
安
慈
恩
塔
題
名
」
に
「
韓
愈
退
之
、

孟
郊
東
野
、
柳
宗
元
子
厚
、
石
洪
溶
川
同
登
」
と
見
え
る
如
く
、
石
洪
は

洛
陽
を
離
れ
る
際
に
、

韓
愈
以
外
の
人
と
も
ふ
れ
あ
っ
た
ら
し
い
。
と
り
わ
け
李
朝
と
は
親
し
か
っ
た
の
か
、
李
朝
が
一
瓦
和
四
年
に
嶺
南
節
度
使
の
幕
僚
と
な
っ
て

(8
) 

石
洪
は
彼
を
見
送
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
韓
愈
も
そ
の
場
に
居
合
せ
て
い
る
。

韓
愈
の
「
迭
李
朝
」
〔
太
子
朝
を
送
る
〕
（
集
樺
巻
六
）
と
い
う
五
言
古
詩
は
、
こ
の
時
の
も
の
で
あ
る
が
、
詩
中
に
告
白
さ
れ
た
感
慨
に
は

慶
州
寓
里
途

背
景
に
山
人
石
洪
と
の
交
遊
が
あ
る
と
注
意
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
今
そ
の
詩
を
読
み
た
い
。

広
州
万
里
の
途

山
重
江
透
迩

工
丁
可
寺
司

A
4
1
，

d
γ
4
t，a
t
’

n
H
H
マ4
1

誰
能
定
蹄
期

揖
我
出
門
去

顔
色
異
恒
時

雄
云
有
追
送

足
跡
絶
自
蕊

人
生
一
世
間

山
は
重
な
っ
て
江
は
透
迩
た
り
。

行
行
何
の
時
か
到
ら
ん

誰
か
能
く
帰
期
を
定
め
ん
。

我
を
揖
し
て
門
を
出
で
て
去
る

顔
色
、
恒
時
に
異
な
れ
り
。

足追
跡送

あ
葱：り
自ょと
り云
絶う
ゆと
。難

も

人
生
一
世
の
問
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不
自
張
輿
弛

警
如
浮
江
木

縦
横
宣
自
知

寧
懐
別
時
苦

勿
作
別
後
思

bA
’ 

張
と
弛
と
に
自
ら
ざ
ら
ん
や
。

別寧f 縦警
後ろ横え
の別、ば

思時宣江
をグ〉に唱に
作な苦白？浮
すをら”ぶ
こ懐知木
とくらの
勿とん知
れもやく

こ
の
詩
は
、
先
ず
南
方
広
州
に
赴
く
途
中
の
山
川
行
路
の
多
難
、
ま
た
任
地
へ
の
到
着
と
そ
こ
か
ら
の
帰
還
の
時
期
の
定
め
難
き
を
歌
う
。

や
が
て
視

界
か
ら
消
え
て
ゆ
く
。

次
い
で
送
別
の
場
面
、
門
を
出
で
て
平
生
と
異
な
る
李
朝
、
全
て
の
別
れ
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
彼
の
姿
も
次
第
に
遠
の
き
、

そ
れ
は
人
生
を
長
江
に
浮
ぶ
木
に
た
と
え
た
感
慨
で

こ
の
別
離
の
い
い
知
れ
ぬ
辛
さ
の
中
で
韓
愈
が
歌
っ
た
も
の
、

と
韓
愈
は
見
て
い
る
。

あ
っ
た
。
大
河
の
奔
流
の
中
で
或
い
は
縦
に
な
り
、
或
い
は
横
に
な
り
、

ま
さ
に
人
の
一
生
で
あ
る

そ
の
行
方
を
知
る
由
も
な
い
姿
こ
そ
、

「
江
に
浮
ぶ
木
」
が
人
を
肉
体
的
側
面
か
ら
見
た
比
喰
と
考
え
れ
ば
、
「
張
と
弛
」
と
は
人
の
精
神
的
な
側
面
を
言
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
詩
に
は
心
身
と
も
に
翻
弄
き
れ
る
人
の
姿
が
映
し
出
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
も
し
こ
の
詩
に
托
さ
れ
た
感
慨
が
、
元
和
初
期
の
洛

陽
に
於
け
る
韓
愈
の
実
感
で
あ
つ
だ
と
す
る
と
、

山
人
た
ち
と
の
交
遊
に
於
い
て
見
せ
た
あ
の
強
固
な
姿
勢
を
持
つ
韓
愈
の
姿
と
は
別
に
、

何
か
人
間
の
空
し
き
を
感
じ
て
い
た
韓
愈
の
姿
も
浮
び
上
が
る
。

確
か
に
、
山
人
た
ち
と
の
交
遊
は
、
も
と
よ
り
隠
居
す
る
こ
と
の
み
を
求
め
て
行
わ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
吏
隠
の
狭
間
に
於
け
る
彼
ら

な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

の
姿
勢
に
対
す
る
韓
愈
の
非
難
を
見
て
も
、

こ
う
し
た

そ
れ
が
経
世
の
立
場
か
ら
行
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
吏
と
し
て
の
有
用
性
を
追
求
す
る
が
故
に

そ
れ
ゆ
え
に
彼
ら
と
の
交
遊
は
預
め
自
己
の
立
場
を
明
確
に
自
覚
し
た
も
の
と
言
え
る
の
で
あ
る
が
、
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結
局
隠
者
と
し
て
は
生
き
ら
れ
ぬ
と
い
う
自
覚
が
、
韓
愈
を
し
て
人
生
を
空
し
い
も
の
と
思
わ
せ
し
め
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

と
も
あ
れ
、

こ
の
「
迭
李
朝
」
と
い
う
詩
は
洛
陽
で
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
今
少
し
韓
愈
と
洛
陽
と
の
関
係
を
整
理
し
て
み
る
こ

と
に
す
る
。

韓
愈
の
故
郷
は
河
陽
（
河
南
省
孟
県
）
に
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
地
は
洛
陽
に
さ
ほ
ど
遠
く
は
な
い
。
韓
愈
自
身
も
「
寄
崖
二
十
六
立
之
」

（
集
樺
巻
八
）
の
中
で
「
嘗
籍
は
東
都
に
在
り
」
と
い
い
、
故
郷
を
洛
陽
の
一
部
で
あ
る
か
の
よ
う
に
表
現
す
る
。

こ
の
洛
陽
の
地
理
的
性
格
ゆ
え
に
、
韓
愈
の
こ
の
地
と
の
関
わ
り
方
は
実
に
様
々
で
あ
る
。
彼
の
一
生
を
何
轍
す
る
と
、
洛
陽
は
孤
立
し

た
一
定
の
期
間
の
み
韓
愈
に
関
っ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
不
定
期
に
関
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
換
言
す
る
と
、
洛
陽
は
短
期
的
時
間
の

集
積
と
し
て
彼
の
人
生
に
意
味
を
も
た
ら
し
て
い
た
。

員
元
年
間
に
於
け
る
韓
愈
の
洛
陽
へ
の
出
入
は
そ
の
典
型
で
あ
り
、
長
安
へ
科
挙
の
試
験
に
赴
く
際
、ま
た
、
下
第
後
に
故
郷
に
一
戻
る
際

の
い
わ
ば
中
継
地
と
し
て
の
役
割
り
を
洛
陽
は
担
っ
て
い
た
。
彼
の
下
第
の
回
数
の
多
さ
か
ら
す
れ
ば
、
彼
は
わ
ざ
わ
ざ
洛
陽
に
戻
る
た
め

に
長
安
に
赴
い
て
い
た
と
の
見
方
も
で
き
よ
う
。
そ
う
言
え
る
程
こ
の
こ
ろ
の
洛
陽
へ
の
出
入
は
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。

洛
陽
を
通
過
点
と
し
て
長
安
へ
頻
り
に
赴
く
様
子
は
、
韓
愈
の
上
昇
志
向
を
殊
に
印
象
づ
け
る
が
、
逆
に
洛
陽
は
そ
の
た
め
に
影
が
薄
い

地
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
洛
陽
は
彼
の
郷
里
に
ほ
ど
近
く
、
本
来
な
ら
ば
郷
里
に
於
い
て
見
ら
れ
る
は
ず
の
感
慨
が
、
こ
の
地
に
於
い

て
代
弁
さ
れ
る
と
い
う
重
要
な
場
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
洛
陽
で
は
彼
の
下
降
す
る
感
慨
と
志
を
回
復
す
る
感
慨
と
が
交
錯
す
る
の
で

あ
る
。
貞
元
十
七
年
に
作
ら
れ
た
「
山
石
」
（
集
樟
巻
二
）
や
「
贈
侯
喜
」
（
集
輝
巻
二
）
と
い
う
詩
に
表
わ
れ
た
も
の
は
そ
の
最
た
る
も
の

で

人
の
世
に
拘
束
さ
れ
な
が
ら
も
、
洛
陽
の
自
然
と
の
ふ
れ
あ
い
の
中
で
英
気
を
養
い
新
た
な
処
世
へ
の
意
欲
を
も

こ
れ
ら
の
詩
に
は
、

つ
韓
愈
の
姿
が
見
え
る
。

-323-(34) 



総
じ
て
、
洛
陽
は
韓
愈
に
と
っ
て
現
実
を
見
据
え
る
良
き
機
会
を
提
供
さ
れ
た
場
と
言
え
る
が
、そ
れ
と
同
時
に
、
人
生
の
推
移
を
予
感

し
た
場
で
も
あ
っ
た
。

そ
の
象
徴
的
な
出
来
事
が
董
晋
と
の
出
逢
い
で
あ
る
。
貞
元
十
一
年
、
韓
愈
は
就
職
運
動
の
た
め
に
買
枕
な
ど
の
三
人
の
宰
相
に
書
簡
を

お
く
つ
た
。
し
か
し
い
ず
れ
も
聞
き
入
れ
ら
れ
ず
、
彼
は
洛
陽
に
出
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
東
都
留
守
で
あ
っ
た
董
晋
の
知
遇
を
得
た
。

こ
れ
が
契
機
と
な
っ
て
翌
貞
元
十
二
年
に
董
晋
が
沖
州
（
河
南
省
）
の
宣
武
軍
節
度
使
と
な
る
の
に
従
い
、
そ
の
幕
僚
と
し
て
仕
え
る
こ
と

に
な
る
。

こ
の
仕
官
は
韓
愈
の
生
涯
に
於
け
る
い
わ
ば
最
初
の
転
機
で
あ
っ
た
。

凡
そ
三
年
、
韓
愈
は
沖
州
に
お
い
て
幕
僚
暮
ら
し
を
す
る
の
で
あ
る
が
、
次
の
赴
任
地
が
徐
州
（
江
蘇
省
）に
決
ま
る
の
も
、
そ
の
契
機

は
洛
陽
に
於
い
て
で
あ
っ
た
。

貞
元
十
五
年
二
月
、
董
晋
の
死
没
後
、
韓
愈
は
そ
の
葬
列
に
加
わ
り
沖
州
か
ら
洛
陽
へ
と
向
う
。
そ
し
て
そ
の
四
日
後
に
沖
州
に
於
い
て

反
乱
が
起
こ
っ
た
と
い
う
。
李
朝
は
そ
の
と
き
の
様
子
に
つ
い
て
「
晋
卒
し
、
公
、
晋
の
喪
に
従
い
て
以
て
出
で
、
四
日
に
し
て
沖
州
乱
る
。

(9
) 

凡
そ
従
事
の
居
せ
る
者
、
皆
な
殺
死
き
る
」
と
伝
え
る
が
、
韓
愈
は
折
よ
く
洛
陽
へ
向
っ
て
い
た
た
め
に
こ
の
難
を
逃
れ
ら
れ
、
生
命
を
維

（
叩
）

持
で
き
た
。
妻
子
も
幸
い
に
徐
州
へ
逃
れ
た
と
の
知
ら
せ
を
洛
陽
の
近
郊
で
聞
き
、
彼
は
す
ぐ
に
徐
州
へ
と
向
う
。
そ
の
結
果
、
韓
愈
は
徐

州
に
於
い
て
張
建
封
の
幕
僚
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
韓
愈
が
沖
州
と
徐
州
に
至
っ
た
経
緯
を
見
る
と
、

い
ず
れ
も
洛
陽
が
深
く
関
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
折
々
の
韓
愈

の
身
の
振
り
方
が
自
己
の
意
志
を
越
え
る
も
の
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
貞
元
年
聞
の
洛
陽
に
は
韓
愈
の
運
命
を
翻
弄
し
て

き
た
と
の
意
味
合
い
が
あ
る
。

こ
の
点
を
踏
ま
え
て
再
び
「
迭
李
朝
」

そ
こ
で
告
白
さ
れ
た
「
人
生
一
世
の
問
、
張
と
弛
と
に
自
ら
ざ
ら
ん
や
。
警
え

の
詩
を
顧
る
と
、
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ば
江
に
浮
ぶ
木
の
如
く
、
縦
横
、
宣
に
自
ら
知
ら
ん
や
」
と
い
う
四
句
に
は
、
韓
愈
の
貞
元
年
間
に
於
け
る
体
験
、
す
な
わ
ち
洛
陽
に
於
い

て
運
命
に
弄
ば
れ
て
き
た
と
い
う
体
験
が
托
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
嘗
て
の
体
験
が
い
わ
ば
伏
線
と
な
っ
て
こ
の
詩
に
活
か
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
詩
に
見
え
る
感
慨
が
貞
元
年
間
の
体
験
の
み
に
依
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、そ
れ
が
元
和
初
期
に
於
け

る
殊
に
顕
著
な
韓
愈
の
感
慨
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
次
の
文
章
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
れ
は
元
和
五
年
に
書
か
れ
た
「
迭
湖
南
李
正
字
序
」
〔
湖
南
の
李
正
字
を
送
る
の
序
〕
（
校
注
巻
四
）
と
い
う
文
章
で
あ
る
。
こ
の
送
序

は
李
礎
と
い
う
人
物
が
湖
南
に
再
び
幕
僚
と
し
て
赴
任
す
る
の
を
送
っ
た
も
の
で
あ
る
。
今
、
そ
の
主
な
部
分
を
読
む
こ
と
に
す
る
。

貞
元
中
、
愈
従
太
侍
院
西
公
平
沖
州
。
：
：
：
中
略
：
：
：
公
亮
軍
飢
、
軍
司
馬
従
事
皆
死
。
侍
御
亦
被
議
、
馬
民
日
南
。
其
後
五
年
、
愈

又
庇
陽
山
令
。
今
愈
以
都
官
郎
守
東
都
省
。
侍
御
自
衡
州
刺
史
矯
親
王
長
史
、
亦
留
此
掌
其
府
事
。
李
生
白
湖
南
従
事
請
告
来
観
。
於

時
太
侍
府
之
士
、
惟
愈
輿
河
南
司
録
周
君
濁
存
。
其
外
則
李
氏
父
子
、
相
輿
篤
四
人
、
離
十
三
年
、
幸
而
集
慮
、
得
燕
而
奉
一
一
暢
相
属
。

此
天
也
。
非
人
力
也
。
侍
御
輿
周
君
、
於
今
震
先
輩
成
徳
。
李
生
温
然
矯
君
子
。
有
詩
八
百
篇
、
侍
詠
於
時
。
惟
愈
也
、
業
不
盆
進
、

行
不
加
修
、
顧
惟
未
死
耳
。

貞
元
年
間
、
私
は
太
侍
・
臨
西
公
董
晋
閣
下
が
沖
州
を
平
定
さ
れ
る
の
に
従
っ
た
。
：
：
：
中
略
：
：
：
董
晋
閣
下
が
亡
く
な
ら
れ
る
と
軍

隊
が
反
乱
を
起
し
、
行
軍
司
馬
陸
長
源
閣
下
と
属
官
は
み
な
死
ん
だ
。
父
君
の
侍
御
史
李
仁
鈎
ど
の
も
諌
言
さ
れ
て
、
日
南
地
方
の
民

を
治
め
た
。
そ
の
後
五
年
た
つ
と
、
私
も
陽
山
の
県
令
に
降
任
き
せ
ら
れ
た
。
現
在
私
は
都
官
員
外
郎
の
任
に
在
り
東
都
洛
陽
勤
務
を

し
て
い
る
。

父
君
の
侍
御
史
李
仁
鈎
ど
の
は
、
衡
州
刺
史
か
ら
親
王
府
の
長
史
と
な
り
、
や
は
り
こ
の
地
で
親
王
府
の
事
務
を
し
て
お

ら
れ
る
。
李
礎
君
は
、
湖
南
観
察
使
の
属
官
か
ら
休
暇
を
申
請
し
て
来
ら
れ
た
。
こ
の
と
き
太
侍
董
晋
閣
下
の
役
所
に
い
た
官
吏
は
、

た
だ
私
と
河
南
府
司
録
参
軍
の
周
忠
君
の
み
が
生
存
し
て
い
る
。
そ
の
他
は
李
氏
の
父
子
で
あ
っ
て
、
あ
わ
せ
て
四
人
、
別
れ
て
十
三
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年
に
な
る
が
、
幸
運
に
も
と
も
に
集
ま
り
、
宴
会
を
開
い
て
少
し
ば
か
り
の
杯
を
と
り
あ
げ
て
勧
め
合
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
天

命
で
あ
る
。
人
の
力
で
は
な
い
。

父
君
の
侍
御
史
李
仁
鈎
ど
の
と
周
患
者
と
は
、
現
在
年
長
の
徳
の
備
わ
っ
た
人
と
な
っ
た
。
李
礎
君

は
温
厚
な
人
格
者
と
な
っ
た
。
詩
が
八
百
篇
も
あ
り
、
当
世

口
に
う
た
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

た
だ
私
だ
け
が
、
学
問
に
は
進
歩
が

な
く
、
徳
行
に
も
修
養
を
積
ま
ず
、
た
だ
死
ん
で
い
な
い
だ
け
で
あ
る
。
：
：
：

文
章
中
、
送
別
の
宴
席
に
於
け
る
主
人
公
の
李
礎
は
、
韓
愈
の
沖
州
時
代
の
交
遊
者
と
さ
れ
る
。
洛
陽
に
於
け
る
こ
の
李
礎
と
の
再
会
が
、

韓
愈
を
し
て
過
去
へ
の
回
想
に
導
く
。
別
離
の
私
情
も
こ
の
回
想
の
中
に
う
ち
と
け
、
き
ほ
ど
表
立
っ
て
離
別
の
苦
を
感
じ
き
せ
て
い
な
い
。

回
想
は
韓
愈
が
董
晋
の
幕
下
に
入
っ
た
時
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
簡
略
で
は
あ
る
が
、
自
己
の
略
歴
と
李
氏
父
子
の
今
に
至
る
ま
で
の
経

緯
と
を
折
り
な
し
て
昔
を
ふ
り
返
る
。

ふ
り
返
っ
て
み
る
と
、
今
こ
の
洛
陽
に
集
ま
っ
た
当
時
の
官
吏
は
、
た
だ
の
四
人
の
み
。

天
命
に
よ

る
幸
運
な
再
会
と
思
え
る
だ
け
に
「
惟
だ
愈
と
河
南
の
司
録
周
君
の
み
独
り
存
せ
り
」
な
ど
と
韓
愈
は
言
う
。

し
か
し
、
生
存
の
自
覚
が
逆
に
韓
愈
に
重
く
の
し
か
か
っ
て
い
く
。
そ
こ
で
現
在
の
自
分
を
凝
視
す
る
韓
愈
。
他
の
三
人
は
与
え
ら
れ
た

み
ず
か

生
の
中
で
そ
れ
ぞ
れ
成
果
を
あ
げ
て
い
る
が
、
自
ら
を
顧
み
る
と
学
問
徳
行
と
も
に
見
劣
り
す
る
と
い
う
。
こ
の
も
ど
か
し
き
が
「
顧
み
る

に
惟
だ
未
だ
死
せ
ざ
る
の
み
」
と
い
う
虚
無
的
な
言
い
方
を
生
ん
だ
。

体

こ
れ
は
ど
う
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
見
え
る
投
げ
や
り
な
姿
勢
は
、

山
人
た
ち
に
向
け
ら
れ
た
そ
れ
と
は
明
ら
か
に
異

な
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
隠
者
と
し
て
は
所
詮
生
き
ら
れ
ず
、
官
吏
と
し
て
生
き
る
こ
と
の
宿
命
を
自
覚
し
た
韓
愈
の
空
し
き
の
告
白
な

の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
う
は
言
え
な
い
に
し
て
も

こ
の
文
章
の
虚
無
的
な
発
言
に
は
、
詩
「
迭
李
朝
」
に
於
け
る
「
人
生
一
世
の
間
：
：
：
警

え
ば
江
に
浮
ぶ
木
の
如
く
：
：
：
」
と
い
う
人
間
を
微
力
な
存
在
と
見
る
句
に
一
脈
を
通
じ
る
も
の
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
、
こ
れ
も
ま
た
元
和

初
期
の
洛
陽
に
於
け
る
韓
愈
の
率
直
な
気
持
ち
の
一
端
で
あ
る
こ
と
は
確
か
な
よ
う
で
あ
る
。
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五

結
局
、
韓
愈
は
、
元
和
年
間
初
期
の
洛
陽
に
於
い
て
も
、
自
己
の
吏
隠
の
狭
間
で
の
姿
勢
を
崩
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
但
だ
既
に
四
十
の

齢
を
越
え
た
韓
愈
に
あ
っ
て
も
、
自
己
の
運
命
は
さ
す
が
に
捉
え
難
い
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

天
命
に
自
律
し
た
精
神
を
求
め
て
き
た
と
は
い
え
、
彼
も
、
こ
の
期
に
於
け
る
強
烈
な
個
性
を
持
っ
た
山
人
た
ち
と
の
交
遊

み
ず
か

を
通
し
て
、
自
己
の
既
成
の
姿
勢
を
時
に
は
自
ら
否
定
的
に
眺
め
て
み
る
機
会
が
お
そ
ら
く
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、そ

の
こ
と
が
行
為
と
し
て
現
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
先
に
見
た
詩
文
の
如
く
、
欝
屈
し
た
形
で
示
さ
れ
、
時
に
は
虚

み
ず
か

無
的
な
言
い
方
と
と
も
に
自
ら
の
半
生
が
語
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
が
、
韓
愈
に
と
っ
て
き
わ
め
て
特
殊
な
意
味
を
持
つ
洛
陽
と
い
う

し
か
し
、

場
に
於
け
る
も
の
で
あ
る
だ
け
に

い
さ
さ
か
の
不
思
議
も
私
は
感
じ
て
い
な
い
。

但
だ
こ
こ
で
言
え
る
こ
と
は
、
自
己
の
不
満
が
詩
文
に
露
骨
に
ぶ
つ
け
ら
れ
る
こ
と
で
多
少
の
解
消
を
見
、
そ
の
こ
と
が
韓
愈
自
身
の
基

本
的
な
処
世
態
度
に
危
機
を
も
た
ら
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
恐
ら
く
元
和
初
期
に
於
け
る
場
合
に
限
定
は
で
は

な
い
に
し
て
も
、

｝
こ
に
韓
愈
の
処
世
、
生
き
方
の
典
型
を
見
出
せ
る
と
私
は
思
う
。

、
迂

(1 (2 

前
野
直
彬
・
斉
藤
茂
著
『
韓
退
之
』
一
九
八
三
年
集
英
社
の
「
韓
退
之
年
譜
」
一
瓦
和
二
年
の
記
述
に
依
る
。

「
李
文
公
集
』
巻
十
一
行
状
貰
録
三
首
の
第
一
首
「
故
正
義
大
夫
行
尚
書
吏
部
侍
郎
上
柱
園
賜
紫
金
魚
袋
贈
礼
部
尚
書
韓
公
行
状
」
の
文
章
中

に
「
入
馬
権
知
園
子
博
士
、
宰
相
有
愛
公
文
者
、
特
以
丈
皐
職
慮
公
。
有
争
先
者
、
構
公
語
以
非
之
。
公
恐
及
難
、
建
求
分
司
東
都
。
」
と
あ

る
。
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「
韓
子
年
譜
』
の
元
和
二
年
の
記
述
に
は
「
公
分
教
東
都
生
、
正
以
避
傍
爾
」
と
あ
る
。

本
稿
に
於
け
る
韓
愈
の
文
章
の
日
本
語
訳
は
主
に
清
水
茂
氏
の
『
韓
愈
』

I
H

筑
摩
書
房
一
九
八
六
を
参
考
に
し
て
作
成
し
た
。

韓
愈
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
。

『
新
唐
書
』
に
於
け
る
李
激
の
上
書
の
原
文
は
「
昔
屠
羊
設
有
言
『
位
三
雄
、
株
高
鐘
、
知
貴
於
屠
羊
、
然
不
可
使
君
妄
施
』
彼
賎
買
也
、
猶

能
忘
己
愛
君
。
臣
難
欲
盗
柴
以
済
所
欲
、
得
無
憐
屠
」
な
お
、
屠
羊
説
の
言
辞
は
『
荘
子
』
譲
王
篇
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
。

張
署
の
こ
と
に
関
し
て
は
拙
稿
「
韓
愈
に
於
け
る
人
間
存
在
へ
の
思
惟
の
深
化
｜
｜
張
暑
と
の
交
遊
に
関
す
る
詩
文
よ
り
見
て
｜
｜
」
『
義
文

研
究
」
第
五
十
七
号
一
九
九
O
年
三
月
を
参
照
さ
れ
た
い
。

『
李
文
公
集
』
巻
十
八
雑
著
八
首
の
第
一
首
「
来
南
録
」
の
文
章
に
「
四
年
正
月
巳
丑
、
自
隆
善
命
以
妻
子
上
船
於
漕
。
乙
未
去
東
都
、
韓
退

之
、
石
溶
川
仮
舟
迭
予
。
」
と
見
え
る
。

『
李
文
公
集
』
巻
十
一
行
状
賓
録
三
首
の
第
一
首
「
故
正
義
大
夫
行
尚
書
吏
部
侍
郎
上
柱
園
賜
紫
金
魚
袋
贈
礼
部
尚
書
韓
公
行
状
」
に
見
え
る

記
述
。

こ
の
時
の
詳
細
な
様
子
は
韓
愈
の
「
此
日
足
可
惜
一
首
贈
張
籍
」
（
集
樺
巻
二

(3
) 

(4
) 

(5
) 

(6
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と
い
う
詩
に
見
え
る
。


