
韓

愈、

の

「
古
」

'̂'-

の
士
山

-
|
貞
元
年
間
を
中
心
に
|
|
|

緯
愈
(
七
六
八
|
|
八
二
四
)
が
い
わ
ゆ
る
古
文
運
動
向
旗
を
掲

げ
る
以
前
に
、
す
で
に
そ
の
理
論
的
な
準
備
が
先
人
に
よ
っ
て
整
え

ら
れ
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
荷
額
士
(
七

O
八

l
l

)
七
五
九
)
・
李
翠
(
七
一
五
|
|
七
六
六
)
・
買
至
(
七
一
八
|
|

合
七
七
二
)
・
独
孤
及
(
七
二
五
|
|
七
七
七
)
ら
が
、
儒
家
の
理
念
を

μ
中
心
に
据
え
た
文
諭
を
提
起
し
、
そ
こ
に
基
調
を
共
有
す
る
一
穂
町

制
連
帯
意
識
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
の
散
発
的
な
主
張
と
は

叩
一
線
を
画
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
韓
愈
の
文
学
に
関
す
る
「
論
点
」

冶
だ
け
を
抽
出
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
品
川
古
文
家
と
の
聞
に
き
し
て
日
新

が
し
さ
は
な
い
と
い
う
意
見
す
ら
あ
る
。

櫓
韓
愈
が
彼
ら
の
う
ち
の
何
人
か
と
、
直
接
間
接
に
個
人
的
な
接
触

車
を
も
っ
て
い
た
こ
と
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
J
U
。
こ
と
に
少
年
時
代
、

5

父
代
わ
り
の
養
育
者
で
あ
っ
た
伯
兄
の
韓
会
(
七
三
八
i
|
七
八

O 向

l
 

l
 

曹
E
S
F

メ入
日

康

?
)
は
、
独
孤
及
ら
と
共
に
李
華
の
知
過
を
う
け
、
制
胴
矧
土
町
子
爾

存
、
の
ち
に
斡
愈
の
登
第
に
与
っ
た
古
文
家
内
梁
粛
(
七
五
三
|
|

七
九
三
)
ら
と
交
わ
り
を
も
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
韓
会
自
身
に
「
文

衡
」
と
称
す
る
作
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
斡
愈
と
の
師
授
関
係
が
認
め

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
い
。
斡
愈
が
そ
の
よ
う
な
空
気
町
中
で
読

書
人
と
し
て
の
自
己
形
成
を
始
め
た
と
考
え
る
こ
と
は
、
至
っ
て
自

然
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
主
が
ら
、
幼
い
日
に
身
に
つ
け
た
考
え
を
、
後
年
同
斡
愈

は
そ
の
ま
ま
繰
り
広
げ
た
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。
斡
愈
の
文
論
は
そ
の

十
代
の
日
に
す
で
に
で
き
あ
が
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
た
と
、
え
ば

羅
秩
添
氏
は
そ
う
し
た
意
見
を
述
べ
て
い
る
。

「
・
・
韓
愈
は
二
十
歳
以
前
に
す
で
に
儒
道
を
発
揚
し
、
古
文
を
綴

る
信
念
を
作
り
あ
げ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
む
)

間
制
氏
が
そ
の
恨
拠
と
す
る
の
は
「
復
志
賦
」
(
巻
こ
の
中
町
、
宣

城
に
疎
開
し
た
十
二
歳
頃
か
ら
数
年
間
的
勉
学
的
記
述
で
あ
る
。
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ぁ

中
原
町
事
有
る
に
値
い
、
将
に
食
に
江
町
南
に
就
か
ん
と
す
。
始
時

て
講
習
に
専
専
た
り
て
、
古
訓
に
非
ざ
れ
ば
為
に
其
の
心
を
用
う
る
所

無
し
。
前
霊
の
逸
漣
を
窺
い
て
、
超
え
て
孤
挙
し
幽
尋
す
。
既
に
路
を

た

識
り
又
た
疾
駆
す
、
執
か
知
ら
ん
余
が
力
的
任
え
ぎ
ら
ん
を
。
古
人
の

み

侃
す
る
所
を
考
之
、
時
俗
的
服
す
る
所
を
閲
る
。
忽
ち
身
内
不
肖
を
忘

れ
、
青
紫
其
れ
拾
う
可
し
と
調
え
り
。

開
輔
氏
は
こ
の
中
の
「
古
人
之
所
侃
」
は
古
文
を
、
「
時
俗
之
所
服
」

は
耕
文
を
指
す
と
説
明
し
、
彼
の
理
念
は
早
く
か
ら
確
立
し
て
い
た

と
結
論
付
け
て
い
る
。

貞
元
十
三
年
(
七
九
七
)
、
三
十
歳
の
韓
愈
が
そ
の
時
点
か
ら
十
数

年
前
を
回
顧
し
た
こ
の
賦
の
、
い
ま
注
目
し
た
い
の
は
、
そ
う
し
た

古
文
家
と
し
て
の
学
習
が
「
謂
青
紫
其
可
拾
¥
そ
の
ま
ま
官
の
獲
得

に
直
結
す
る
と
、
少
年
の
韓
愈
が
考
え
て
い
た
と
述
べ
る
と
こ
ろ
で

あ
り
、
そ
こ
に
は
必
ず
し
も
そ
う
は
な
ら
な
い
こ
と
や
1
i
lむ
し
ろ

「
古
」
の
追
求
と
任
官
と
は
相
反
す
る
こ
と
を
、
経
験
を
過
し
て
知
っ

た
韓
愈
と
の
聞
に
ず
れ
が
あ
り
、
ず
れ
か
ら
生
じ
た
唾
嘆
が
こ
め
ら

れ
て
い
る
か
に
み
え
る
。

J
P
へ
の
志
向
と
仕
官
と
の
関
係
、
そ
れ
を
韓
愈
が
ど
う
考
え

て
い
た
か
を
み
る
た
め
に
、
韓
愈
の
作
品
の
中
に
あ
ら
わ
れ
る
「
古
」

へ
の
言
及
を
、
年
代
順
に
た
ど
っ
て
み
よ
う
。

「
頁
滑
州
に
上
る
書
」
(
外
集
上
巻
)
は
、
編
卒
さ
れ
た
文
章
町
中

で
最
も
早
い
時
期
に
属
す
る
。
そ
れ
以
前
に
「
猫
相
乳
」
(
巻
二
、
貞

元
五
年
頃
)
、
「
河
中
府
連
理
木
頒
」
(
巻
二
、
貞
元
六
年
)
の
二
篇
が

あ
る
が
、
前
者
は
長
安
浪
人
中
内
パ
ト
ロ
ン
馬
燈
を
、
後
者
は
長
安

か
ら
宣
城
へ
の
帰
途
た
ち
ょ
っ
た
河
中
の
節
度
使
揮
域
を
領
し
た
も

の
で
記
名
性
は
薄
く
、
韓
愈
自
身
的
肉
声
は
き
き
が
た
い
し
、
「
古
」

の
語
も
あ
ら
わ
れ
な
い
。
ち
な
み
に
馬
燈
も
揮
械
も
韓
愈
が
自
ら
み

t
 

つ
け
た
庇
護
者
で
は
な
く
、
従
父
兄
の
韓
舎
が
先
に
仕
え
殉
職
し
た

縁
に
よ
っ
て
知
過
を
得
た
も
の
で
あ
る
。

賀
滑
州
、
す
な
わ
ち
滑
州
刺
史
義
成
軍
節
度
使
た
る
買
耽
を
、

ど
の
よ
う
に
し
て
知
っ
た
か
明
ら
か
で
な
い
が
、
文
中
に
「
愈
年
二

十
有
三
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
貞
元
六
年
(
七
九

O
)
の
作
と
確
か

め
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
も
文
面
か
ら
、
鄭
州
の
旅
舎
に
お
い
て
滑

州
の
買
耽
の
も
と
に
就
職
を
依
頼
し
た
書
翰
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

す
で
に
貞
元
二
年
向
上
京
以
来
、
進
士
科
に
落
第
を
重
ね
た
韓
愈
は
、

ひ
と
ま
ず
応
科
を
断
念
し
、
こ
の
書
翰
と
自
作
の
文
十
五
篇
を
呈
す
ノ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
賀
耽
内
幕
下
に
と
り
た
て
て
も
ら
う
こ
と
を
求

め
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
自
腐
の
文
の
中
で
、

愈
は
年
二
十
有
三
、
書
を
読
み
文
を
学
よ
こ
と
十
五
年
。
言
行
は
敢

え
て
古
人
に
戻
ら
ず
。

と
い
う
。
人
と
な
り
の
外
へ
の
表
わ
れ
で
あ
る
一
言
葉
と
行
為
が

「
古
人
」
に
背
馳
し
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
言
行
の
規
範
を
古
人
と
し
、

そ
の
規
範
に
自
分
が
合
致
す
る
こ
と
を
述
べ
て
、
か
〈
あ
る
己
れ
は



取
る
に
足
る
人
材
で
あ
る
こ
と
を
説
き
つ
け
る
。
こ
こ
で
「
古
人
」

は
人
聞
の
一
量
一
一
同
行
の
普
遍
的
な
規
範
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
そ
れ
は
支
配

階
級
に
あ
る
者
に
と
っ
て
も
規
範
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
か
く

述
べ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
あ
と
の
部
分
に
、

お
も

伏
し
て
惟
う
に
閑
下
は
古
え
の
典
義
に
昭
容
た
り
。

頁
耽
が
古
代
経
典
の
内
容
に
明
る
い
と
相
手
を
称
え
る
箇
処
に
も
、

同
じ
規
準
を
も
ち
だ
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
円
「
古
」
が
普
通
的

な
、
正
当
的
な
価
値
概
念
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

貞
元
八
年
内
「
宇
臣
論
」
(
巻
一
一
)
は
時
の
諌
議
大
夫
陽
城
を
否
定

す
る
文
だ
が
、
肯
定
す
る
者
と
の
問
答
の
体
裁
を
と
り
、
陽
城
町
人

ロ
聞
を
賞
讃
す
る
対
話
者
の
言
葉
の
中
に
、

)
以
て
有
道
の
士
と
為
す
可
き
か
。
学
広
く
し
て
聞
多
L
。
人
に
聞
こ

2

、

4
1

え
ん
こ
と
を
求
め
ざ
る
也
。
古
人
の
道
を
行
な
う
。
・

U

と
、
陽
城
の
行
動
が
「
古
人
之
道
」
を
実
践
し
て
い
る
と
称
え
る

制
が
、
こ
れ
も
も
ち
ろ
ん
普
通
的
な
価
値
と
し
て
の
「
古
人
」
で
あ
る
。

叩
こ
の
よ
う
に
貞
元
六
年
、
貞
元
八
年
の
文
中
に
み
え
る
「
古
」
の

丸
概
念
は
、
当
時
的
支
配
者
層
・
一
般
世
論
が
ひ
と
し
く
認
め
る
と
こ
ろ

が
の
、
儒
家
的
正
統
性
を
帯
び
た
普
遍
的
価
値
概
念
で
あ
る
。

輸
と
こ
ろ
が
、
貞
元
九
年
同
書
翰
に
な
る
と
、
様
相
は
一
変
す
る
。

「
考
功
雀
虞
部
に
上
る
書
」
(
外
集
上
巻
)
が
そ
れ
で
、
雀
虞
部
、
す

な
わ
ち
昼
元
翰
は
、
梁
粛
と
と
も
に
貞
元
八
年
、
知
貢
挙
陸
賛
の
考
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試
を
補
佐
し
た
者
で
あ
る
。

こ
の
手
紙
に
よ
る
と
、
「
愈
今
二
十
有
六
失
」
、
貞
元
九
年
、
韓
愈

は
博
学
宏
詞
科
の
挙
に
応
じ
た
三
十
二
人
の
う
ち
、
雀
元
翰
が
主
持

者
に
提
出
し
た
三
人
の
中
に
名
が
入
っ
て
い
た
。
そ
し
て
下
馬
評
通

り
、
そ
の
う
ち
の
二
人
は
合
格
し
、
韓
愈
ひ
と
り
が
落
ち
た
。
(
こ

の
こ
と
は
貞
元
十
一
年
、
「
雀
立
之
に
位
守
つ
る
書
」
《
巻
三
》
の
中
に

も
、
「
凡
そ
二
た
び
吏
部
に
試
み
、
一
た
び
は
既
に
之
を
得
る
も
、
而

る
に
又
た
中
書
に
駒
け
ら
る
」
と
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
)

凡
そ
進
士
の
此
町
選
に
応
ず
る
者
、
三
十
有
二
人
。
其
の
言
わ
ざ
る

所
向
者
は
、
数
人
の
み
。
而
う
し
て
愈
は
駕
に
在
り
。
執
事
的
既
に
名

を
上
る
の
後
に
及
ぴ
、
三
人
的
中
、
其
町
二
人
は
、
固
よ
り
伝
え
聞
く

所
な
り
。
華
と
実
と
兼
ぬ
る
者
也
。
呆
た
し
て
寛
に
之
を
得
、
而
う
し

て
又
た
升
れ
り
。
其
の
一
人
は
、
則
ち
之
を
聞
く
英
し
。
実
は
華
と
速

か

い
、
行
は
時
と
乗
く
。
果
た
し
て
尭
に
之
を
退
く
。
是
く
の
知
く
ん
ぱ

則
ち
時
の
射
す
る
所
内
者
と
時
的
与
せ
ざ
る
所
内
者
向
相
い
遼
き
を
見

る
可
し
。

合
格
し
た
二
人
と
落
第
し
た
一
人
と
の
相
違
は
、
ま
ず
「
固
所
伝

聞
I

|英
之
開
失
」
、
前
評
判
の
有
無
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
ま
た
「
華

実
兼
者
l
!
L実
与
華
違
」
、
内
的
充
実
は
あ
っ
て
も
そ
れ
が
合
格
者
た

ち
の
よ
う
に
外
に
顕
現
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら

は
要
す
る
に
「
時
之
所
与
者

!
l時
之
所
不
与
者
」
の
差
違
に
帰
着

す
る
。
世
に
喧
伝
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
世
の
注
目
を
集
め
る
表
面



4

の
は
な
や
か
さ
を
も
た
な
か
っ
た
こ
と
。
そ
れ
は
結
局
自
分
が
世
と

5
乗
離
し
て
い
た
た
め
で
あ
り
、
そ
れ
が
失
敗
を
も
た
ら
し
た
と
み
な

す
の
で
あ
る
。
吏
部
試
験
に
挫
折
し
た
韓
愈
は
、
は
じ
め
て
自
分
が

世
と
阻
酷
し
て
い
る
こ
と
を
思
い
し
ら
さ
れ
る
。
そ
れ
ま
で
は
先
に

挙
げ
た
「
復
志
賦
」
の
中
で
回
顧
し
て
い
た
よ
う
に
、
古
え
に
標
準

を
合
わ
せ
た
学
習
が
「
青
紫
其
れ
拾
う
可
し
と
謂
え
り
」
、
そ
の
ま
ま

高
官
に
直
結
す
る
と
思
い
こ
ん
で
い
た
の
だ
っ
た
。

し
か
し
、
自
分
の
今
日
の
あ
り
方
は
必
然
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、

今
さ
ら
変
更
は
で
き
な
い
。

然
れ
ど
も
愚
の
守
る
所
は
、
覚
に
偶
然
に
は
非
ず
、
変
う
る
可
か
ら

#九進
士
登
第
の
時
(
貞
一
万
八
年
)
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
自
分
の

行
き
方
を
確
信
し
、
天
命
を
楽
観
し
て
い
る
だ
け
で
よ
か
っ
た
。

凡
そ
京
師
に
在
る
こ
と
八
九
年
な
り
。
足
は
公
卿
の
門
を
跡
ま
ず
、

名
は
大
夫
士
の
ロ
に
誉
め
ら
れ
ず
。
始
的
今
の
相
国
(
陸
賛
)
の
第
す

h
o
i
-

る
所
と
為
る
。
此
町
時
は
惟
念
し
て
以
為
え
ら
く
得
失
は
固
よ
り
天
命

有
り
、
時
に
趨
〈
に
は
在
ら
ず
、
と
。
而
う
し
て
一
室
に
値
仰
し
、
古

人
を
噺
歌
す
。

進
士
登
第
ま
で
は
時
勢
と
の
臥
鰐
に
気
づ
く
こ
と
も
な
く
、
そ
れ

ま
で
の
態
度
の
ま
ま
、
古
人
と
の
同
化
に
浸
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ

た
。
し
か
し
今
は
そ
れ
に
も
懐
疑
が
生
じ
る
。

今
は
則
ち
復
た
疑
え
り
。
未
だ
知
ら
ず
夫
れ
天
的
意
は
如
何
、
命
的

意
は
如
何
、
人
に
由
る
や
、
人
に
由
ら
ざ
る
や
を
回

天
命
の
信
頼
、
楽
観
は
、
そ
の
一
生
を
通
し
て
韓
愈
を
特
徴
づ
け

る
指
標
で
あ
る
が
、
そ
れ
す
ら
ひ
と
た
び
揺
ら
ぐ
こ
と
に
な
る
。

自
己
の
存
在
の
基
盤
が
危
う
く
な
っ
た
こ
の
時
点
で
、
彼
に
許
さ
れ

た
選
択
の
一
つ
は
、
現
実
に
己
れ
を
従
属
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
と

は
い
え
、
そ
の
為
の
手
数
に
身
を
委
ね
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

干
謁
を
事
と
せ
ん
と
欲
す
れ
ば
、
別
ち
小
書
を
能
く
せ
ず
し
て
、
投

刺
に
困
し
め
ら
る
る
を
患
う
。
学
び
て
{
慣
を
為
さ
ん
と
欲
す
れ
ば
、
則

ち
言
割
に
詞
直
に
し
て
、
卒
に
事
成
ら
ざ
ら
ん
を
患
う
。
徒
に
其
の
弱

E

E

 

を
し
て
位
需
と
し
て
日
を
終
え
さ
る
が
而
く
な
ら
し
む
。
是
を
以
て
思

い
を
労
し
懐
い
を
長
く
し
て
、
中
夜
に
起
坐
し
、
時
を
度
り
己
れ
を
捕

り
て
、
廃
然
と
し
て
返
る
。
之
に
従
わ
ん
と
欲
す
と
臨
も
、
末
だ
由
し

あ
ら
ざ
る
の
み
。

現
実
に
自
己
を
屈
せ
し
め
る
こ
と
が
不
可
能
だ
と
し
た
ら
、

一
つ
の
可
能
性
は
、
現
実
を
否
定
し
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
現

実
が
否
定
し
た
己
れ
を
肯
定
に
転
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
己
れ

の
依
り
ど
こ
ろ
で
あ
っ
た
「
古
」
を
肯
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。

又
た
常
に
念
う
に
古
え
の
人
は
日
に
巳
て
進
み
、

A
Y
町
人
は
日
に
巳

て
退
く
。
夫
れ
古
え
の
人
は
四
十
に
し
て
仕
う
。
其
の
道
を
行
な
い
学

す

で

い

た

を
為
す
こ
と
、
既
己
に
大
い
に
成
り
、
而
う
し
て
又
た
死
に
之
る
ま
で

倦
ま
ず
。
故
に
其
の
事
業
功
徳
、
老
い
て
益
ま
す
明
ら
か
に
、
死
し
て

b
す

益
ま
す
却
や
け
り
。
:
:
夫
れ
今
町
人
は
利
に
務
め
て
道
を
遺
る
。
其
の

学
其
の
問
、
之
を
以
て
名
を
取
り
官
を
致
す
の
み
。
一
名
を
得
、
一
位

も
ヲ



を
獲
れ
ば
、
則
ち
其
の
業
を
棄
て
て
権
を
持
す
る
者
向
門
に
役
役
た
り
。

故
に
其
何
事
業
功
徳
、
日
に
以
て
忘
ら
れ
、
月
に
以
て
削
ら
る
。
老
い

て
益
ま
す
昏
〈
、
死
し
て
遂
に
亡
占
。

人
格
の
錬
磨
に
努
め
て
不
朽
の
輝
き
を
う
る
古
人
、
実
利
の
獲
得

の
み
を
学
聞
の
目
的
と
す
る
今
人
と
い
う
対
比
は
、
歴
史
を
規
範
的

古
代
の
解
体
的
過
程
と
み
な
す
儒
家
の
公
式
で
は
あ
る
が
、
韓
愈
の

こ
れ
に
先
立
つ
文
で
は
「
古
」
は
今
の
世
に
そ
の
ま
ま
う
け
い
ら
れ

れ
る
普
遍
的
な
価
値
概
念
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
こ
こ
で
は
「
古
」

と
「
今
」
を
鮮
明
に
対
立
す
る
概
念
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
そ
れ
は

も
ち
ろ
ん
韓
愈
の
抱
く
「
古
」
の
概
念
が
変
質
し
た
の
で
は
な
く
、

今
の
世
の
方
が
「
古
」
を
表
に
か
き
し
な
が
ら
も
実
は
別
内
原
理
に

よ
っ
て
動
い
て
い
る
矛
盾
に
韓
愈
は
気
づ
い
た
の
で
あ
る
。

古
と
今
と
が
か
く
対
立
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
韓
愈
は
、
今

A
ロ
と
対
立
し
つ
つ
、
古
を
守
る
方
を
選
ょ
。

い
た

愈
は
今
二
十
有
六
な
り
。
古
人
的
始
め
て
仕
う
る
年
に
距
る
ま
で
向

お
十
四
年
あ
り
、
豊
に
晩
し
と
為
さ
ん
や
。
之
を
行
な
い
て
以
て
息
ま

ず
、
之
を
要
め
て
以
て
死
に
至
ら
ば
、
今
に
得
る
こ
と
有
ら
ざ
る
も
、

必
ず
古
に
得
る
こ
と
有
ら
ん
。
身
に
得
る
こ
と
宥
ら
ざ
る
も
、
必
ず
後

に
得
る
こ
と
有
ら
ん
。
此
を
用
て
自
ら
遺
り
、
且
つ
以
て
己
れ
を
知
る

者
向
報
と
為
さ
ん
。
執
事
以
て
如
何
と
為
す
や
。
其
れ
信
と
に
然
り
と

す
る
や
否
や
。

か

や

L
C

今
病
む
所
向
者
は
窮
約
に
在
り
。
屋
を
蹴
り
僕
を
賃
う
の
資
無
く
、

羅
抱
概
食
の
給
無
し
。
馬
を
駆
り
て
門
を
出
ず
る
も
、
之
く
所
を
知
ら

韓愈の「古」への志向(川55 

ず
。
斯
の
道
未
だ
喪
ぴ
ず
、
天
命
斯
か
ず
。
宜
に
遂
に
殆
う
か
ら
ん
や
、

宣
に
遂
に
困
し
め
ら
れ
ん
や
。

身
に
迫
る
物
質
的
困
窮
、
身
を
寄
せ
る
場
も
な
い
長
安
の
暮
ら
し
、

し
か
し
「
古
」
内
正
し
さ
を
確
認
し
た
以
上
、
こ
の
苦
境
が
永
続
す

る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
期
待
し
、
再
び
天
命
へ
の
信
頼
が
よ
み
が

え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
天
命
へ
の
信
頼
は
即
ち
伝
統
へ
の
信
頼
で
あ

り
、
「
古
」
の
信
頼
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
韓
愈
は
「
古
」
へ
の
志
向
を
確
認
す
る
が
、
こ

の
「
古
」
な
る
も
の
が
い
か
な
る
実
質
を
そ
な
え
、
い
か
な
る
実
践

を
要
求
す
る
の
か
、
こ
の
時
点
で
は
な
お
漠
然
と
し
て
い
て
、
気
質

的
な
好
み
の
域
を
出
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
長
安
に
出
る
以
前
向
環

境
に
古
文
家
と
な
る
下
地
が
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ま
さ

に
こ
の
性
向
を
は
ぐ
く
ん
だ
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
か
つ
て

は
あ
ま
り
に
も
当
然
で
あ
り
、
自
然
で
あ
っ
た
の
で
、
自
覚
す
る
こ

と
も
な
か
っ
た
「
古
」
へ
の
志
向
、
そ
れ
が
ひ
と
た
び
自
己
を
否
定

す
る
他
者
に
ぶ
つ
か
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

で
あ
る
。

は
じ
め
て
覚
醒
さ
れ
た
の

と
こ
ろ
で
、
右
の
手
紙
の
中
に
述
べ
ら
れ
た
韓
愈
の
心
の
動
き
、

現
実
か
ら
拒
絶
を
、
つ
け
て
う
ち
ひ
し
が
れ
、
し
か
し
自
分
の
存
在
の

保
障
を
「
古
」
に
求
的
、
天
命
を
信
頼
し
て
「
古
」
を
自
覚
的
に
志
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向
し
て
い
く
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
、
そ
れ
が
よ
り
抽
象
的
な
レ
ベ
ル
に

浄
化
さ
れ
た
形
で
展
開
さ
れ
る
詩
が
あ
る
。

出
門

1
長
安
百
万
家
長
安
百
万
の
家

2
出
門
無
所
之
門
を
出
で
て
之
く
所
無
し

3
室
敢
尚
幽
独
宣
に
敢
え
て
幽
独
を
尚
ば
ん
や

4
与
世
実
参
差
世
と
実
に
参
差
た
れ
ば
な
り

5
古
人
離
巳
死
古
人
己
に
死
す
と
錐
も

6
書
上
有
遺
辞
書
上
に
遺
辞
有
り

7
開
巻
読
且
想
巻
を
開
き
て
読
み
且
つ
想
え
ば

8
千
載
若
相
期
千
載
も
相
い
期
す
る
が
若
し

9
出
門
各
有
道
門
を
出
で
て
各
お
の
道
有
り

日
我
道
方
未
夷
我
が
道
は
方
に
未
だ
夷
か
な
ら
ず

日
且
於
此
中
息
且
く
此
町
中
に
息
わ
ん

ロ
天
命
不
吾
欺
天
命
吾
を
欺
か
ず

こ
の
詩
は
従
来
、
貞
一
元
二
年
、
は
じ
め
て
長
安
に
入
っ
た
年
内
作

と
さ
れ
て
い
る
。
奨
汝
倫
が
「
京
師
に
在
り
て
未
だ
志
を
得
ず
し
て

断
る
所
」
と
大
雑
把
に
い
う
の
は
妥
当
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
が

し
だ
い
に
し
ぼ
ら
れ
て
方
世
挙
は
「
按
ず
る
に
公
年
十
九
に
し
て
、

始
め
て
京
師
に
来
た
り
。
此
の
詩
の
語
気
は
、
未
だ
第
せ
ざ
る
時
に

係
る
の
作
」
、
さ
ら
に
王
元
啓
は
「
此
の
詩
は
公
貞
元
二
年
、
初
め
て

京
師
に
入
り
、
未
だ
馬
憾
に
遇
わ
ざ
る
時
の
作
。
故
に
出
門
無
所
之

の
語
有
肘
い
と
貞
一
万
二
年
に
限
定
し
て
い
く
の
は
、
詩
の
こ
と
ば
と

現
実
を
短
絡
さ
せ
る
弊
だ
が
、
銭
仲
朕
氏
の
『
集
釈
』
も
、
そ
し
て

羅
朕
添
氏
、
太
田
次
男
氏
、
前
野
直
彬
・
斎
藤
茂
氏
も
貞
元
二
年
に
繋

げ
て
い
る
。
首
二
旬
、
お
び
た
だ
し
い
人
の
あ
ふ
れ
る
大
都
会
的
中

で
の
疏
外
さ
れ
た
心
情
は
、
い
か
に
も
長
安
に
出
て
き
た
ば
か
り
の

青
年
内
心
細
い
思
い
に
ふ
さ
わ
し
い
か
に
み
え
る
。
た
し
か
に
そ
の

疏
外
感
を
出
発
点
と
し
て
は
い
る
が
、
こ
の
詩
は
そ
こ
か
ら
、
危
う

く
な
っ
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
獲
得
し
て
い
く
過
程
の
詩
と
し
て

読
ま
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

門
を
境
界
と
し
て
、
長
安
は
そ
の
外
側
の
世
界
と
し
て
捉
え
ら
れ

て
い
る
。
韓
愈
の
野
心
を
実
現
す
る
場
で
あ
っ
た
は
ず
の
都
は
、
巨

大
な
人
口
を
擁
し
な
が
ら
も
、
彼
を
う
け
い
れ
て
く
れ
る
人
は
い
な

い
。
門
的
外
側
の
世
界
が
冷
た
く
無
視
す
る
な
ら
ば
、
内
側
は
ど
う

か
。
屈
原
が
「
幽
独
に
し
て
山
中
に
処
る
い
(
九
章
・
渉
江
)
と
い
っ

た
よ
う
な
、
世
俗
と
は
別
の
次
一
万
に
ひ
き
こ
も
っ
て
、
己
れ
の
内
部

の
も
う
ひ
と
つ
の
世
界
に
没
入
し
よ
う
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

た
だ
己
れ
の
意
図
に
反
し
て
世
間
と
ち
ぐ
は
ぐ
で
あ
る
た
め
に
、
行

き
場
が
な
い
の
だ
。
こ
の
内
省
的
な
詩
で
は
、
何
が
世
と
蹴
錯
す
る

の
か
、
具
体
的
事
象
に
つ
い
て
は
語
ら
な
い
。
自
分
の
仮
寓
と
長
安

の
街
と
い
う
現
実
の
場
で
の
空
間
的
構
造
も
、
内
面
1

1
外
界
と
い

う
対
比
的
構
図
に
重
ね
あ
わ
せ
た
形
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

空
間
的
な
伸
長
を
拒
否
さ
れ
た
韓
愈
は
、
時
間
的
な
遡
及
へ
と
己



れ
を
転
換
す
る
。
第
四
句
か
ら
第
五
句
へ
の
う
つ
り
は
、
そ
う
解
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
自
然
な
飛
躍
に
な
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
韓
愈
は
、

こ
れ
も
孟
子
が
「
尚
友
」
と
称
し
て
以
来
の
系
譜
に
つ
ら
な
る
も
の

だ
が
、
遠
い
過
去
の
書
物
的
中
に
知
己
を
み
つ
け
る
。
先
的
「
長
安

百
万
家
」
の
「
百
万
」
は
、
知
己
を
得
る
可
能
性
の
大
き
い
こ
と
を

強
調
し
、
大
き
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
み
つ
か
ら
な
か
っ
た
の
だ
が
、

「
千
載
若
相
期
」
町
「
千
載
」
は
、
時
聞
の
隔
た
り
の
大
き
い
こ
と
、

す
な
わ
ち
そ
の
た
め
に
自
己
と
の
適
合
の
可
能
性
の
小
さ
い
こ
と
を

強
調
し
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
知
己
が
え
ら
れ
た
こ
と
を
述
べ
る
。
「
百

万
」
も
「
千
載
」
も
共
に
数
の
誇
張
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
大
き
な

数
字
か
ら
予
想
さ
れ
る
こ
と
と
、
実
際
の
結
果
と
が
、
い
ず
れ
も
両

者
向
問
で
逆
に
な
る
と
い
う
対
比
的
な
作
用
を
果
た
し
て
い
る
。

)
空
聞
の
軸
か
ら
時
聞
の
軸
へ
移
行
し
、
そ
こ
に
求
め
る
も
の
を
み

合
だ
し
た
韓
愈
は
、
再
び
空
間
的
場
へ
も
ど
る
。
第
九
句
に
第
一
句
と

υ
同
じ
「
出
門
」
の
語
が
繰
り
返
さ
れ
る
が
、
こ
の
「
出
門
」
は
も
は

胡
や
完
全
に
比
喰
と
し
て
、
抽
象
化
さ
れ
た
意
味
に
変
化
し
て
い
る
。

叩
「
出
門
各
有
道
、
我
造
方
未
夷
」
の
「
道
」
は
「
門
」
の
語
か
ら
導

あ
き
出
き
れ
な
が
ら
も
、
こ
れ
も
も
っ
ぱ
ら
転
義
の
み
を
担
っ
て
い
る
。

が
一
ム
一
句
と
同
じ
場
に
も
ど
っ
た
韓
愈
は
、
も
は
や
先
の
韓
愈
で
は
な

軸
ぃ
。
行
き
場
も
な
く
、
疏
外
感
に
身
を
浸
し
て
い
た
の
が
、
書
物
の

中
の
古
人
と
の
遭
遇
を
契
機
と
し
て
、
自
分
の
生
き
方
、
進
む
べ
き

ヴ
，5

方
向
を
自
覚
し
た
の
で
あ
る
。
各
人
に
各
様
の
「
道
」
が
あ
り
、
そ

の
中
で
「
我
が
道
」
は
そ
れ
ら
と
異
質
で
あ
り
、
特
殊
で
あ
る
た
め

に
「
未
だ
夷
か
な
ら
ざ
」
る
も
の
と
し
て
あ
る
。
前
半
で
韓
愈
が
覚

え
た
組
脹
感
は
漠
然
と
し
た
、
捉
え
ど
こ
ろ
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た

が
、
今
は
そ
れ
が
は
っ
き
り
し
た
。
古
人
の
書
物
町
中
で
は
ぴ
た
り

と
合
っ
た
波
長
、
そ
れ
が
今
町
世
の
波
長
と
合
わ
ぬ
か
ら
だ
。
自
分

の
依
拠
す
べ
き
は
古
人
的
呈
示
し
た
世
界
で
あ
り
、
そ
れ
を
自
覚
的

に
択
び
と
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
生
き
方
は
今
の
世
に
お
い

て
「
未
夷
」
な
も
の
と
な
る
。
し
か
し
韓
愈
は
た
と
え
困
難
が
予
想

さ
れ
よ
う
と
も
、
自
分
の
進
む
べ
き
方
向
に
自
信
を
も
ち
、
そ
こ
に

安
住
し
よ
う
と
す
る
。
た
と
え
平
担
な
ら
ざ
る
道
で
あ
る
に
せ
よ
、

そ
の
中
に
身
を
休
め
よ
う
。
な
ぜ
か
く
決
意
で
き
る
の
か
。
「
天
命
不

吾
欺
」
、
天
命
が
そ
う
し
た
自
分
の
生
き
方
を
支
持
し
て
く
れ
る
で

あ
ろ
う
か
ら
。

早
い
時
期
の
詩
に
は
ま
ち
が
い
な
い
こ
の
一
篇
に
も
、
韓
愈
の
全

体
を
通
し
て
み
ら
れ
る
特
徴
が
は
っ
き
り
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
ひ
と

つ
は
「
幽
独
」
に
逃
げ
こ
ま
ず
、
書
物
の
中
で
古
人
と
で
あ
っ
た
あ

と
も
、
そ
の
中
に
閉
じ
こ
も
っ
て
自
足
す
る
の
で
な
く
、
再
び
今
の

世
へ
出
て
い
こ
う
と
す
る
こ
と
だ
。
あ
く
ま
で
現
実
の
世
界
に
か
か

わ
っ
て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢
、
こ
れ
は
暗
に
隠
棲
へ
の
希
求
を
も
ら

す
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
終
始
し
て
現
実
に
参
与
し
、
そ
の
中
で
翻
弄

さ
れ
る
こ
と
を
も
含
め
て
現
実
を
肯
定
す
る
彼
の
作
品
の
基
調
の
ひ

と
つ
で
あ
る
。
道
は
個
人
的
内
部
で
徳
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
に
終
る



8

も
の
で
な
く
、

5
 

世
に
押
し
及
ぼ
し
て
こ
そ
道
た
り
う
る
。
た
と
え
ば

「
太
学
生
何
蕃
伝
」
(
巻
二
)
で
は
、
学
聞
の
上
で
も
人
格
の
上
で
も

完
成
し
た
人
間
で
あ
る
何
蕃
が
一
太
学
生
に
す
ぎ
ず
、
世
に
埋
も
れ

て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
、
そ
の
ま
ま
で
は
徳
が
広
く
人
に
波
及
し
な

い
こ
と
を
嵯
く
。
徳
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
最
終
的
目
標
で
は
な
く
、

身
に
つ
け
ら
れ
た
徳
は
世
に
施
し
て
こ
そ
そ
の
価
値
を
も
っ
と
す
る

考
え
を
根
祇
に
し
て
い
る
。

も
う
ひ
と
つ
、
天
命
に
対
す
る
楽
観
的
な
信
頼
の
念
も
、
勝
愈
の

強
い
自
負
に
常
に
伴
な
う
。
こ
れ
は
彼
町
盟
友
孟
郊
が
し
ば
し
ば
天

の
悪
意
を
詩
的
中
に
う
た
う
の
と
対
蹴
的
だ
。
た
と
え
ば
華
悦
之

Am】

「
孟
郊
年
譜
」
に
よ
れ
ば
、
貞
元
九
年
、
二
度
目
的
落
第
何
年
同
作

J
憧
純
亮
に
贈
る
」
(
巻
六
)
に
は
、

S
M
V
 

l
食
斉
腸
亦
苦
葬
を
食
え
ば
腸
も
亦
た
苦
く

2
強
歌
声
無
歓
強
い
て
歌
、
つ
も
芦
に
歓
び
無
し

E
 

3
出
門
即
有
磯
門
を
出
れ
ば
即
ち
凝
げ
有
り

4
誰
謂
天
地
寛
誰
か
謂
わ
ん
天
地
寛
し
と

と

お

』

Z
Z

認

5
有
凝
非
還
方
凝
げ
有
る
も
退
き
方
に
は
非
ず

6
長
安
大
道
傍
長
安
大
道
町
傍

m彼
蒼
昔
有
知

羽
白
日
下
清
霜

白彼
日グコ

長蒼t

霜昔
をは
下ふ知
ら有
すり

て

担
今
朝
始
驚
歎
今
朝
始
め
て
驚
歎
す

日
記
碧
落
空
挺
把
碧
落
空
し
く
拒
定
た
る
に

年
代
、
場
所
、
失
意
の
状
況
と
、
舞
台
装
置
は
韓
愈
の
勺
山
山
門
」

詩
に
酷
似
し
な
が
ら
、
孟
郊
の
頭
上
の
天
は
か
く
冷
淡
な
存
在
と
し

て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
天
命
的
支
持
を
信
じ
て
己
れ
に
侍
み
、
そ
し

て
現
実
的
世
に
参
入
し
て
い
く
韓
愈
と
い
う
人
聞
は
、
こ
の
「
出
門
」

の
詩
の
中
で
そ
の
原
型
が
で
き
あ
が
っ
て
い
る
か
に
み
え
る
。

こ
の
詩
的
中
に
あ
ら
わ
れ
た
韓
愈
円
心
の
展
開
、
す
な
わ
ち
同
時

代
の
中
で
の
疏
外
感
(
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
・
ク
ラ
イ
シ
ス
)
|
↓
古

人
へ
の
接
近
|
↓
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
回
復
|
↓
現
実
の
場
で
の

独
自
な
生
き
方
の
自
覚
、
こ
れ
は
先
に
み
た
「
上
考
功
雀
虞
部
書
」

町
中
に
み
ら
れ
た
緯
愈
の
心
の
プ
ロ
セ
ス
と
全
く
一
致
す
る
も
の
で

あ
る
。
手
紙
の
後
半
に
は
「
駆
馬
出
門
、
不
知
所
之
、
斯
道
未
喪
、

天
命
不
欺
」
の
よ
う
に
、
語
句
そ
の
も
の
の
重
な
る
部
分
も
あ
る
。

こ
の
二
篇
を
並
べ
て
み
る
と
、
具
体
的
に
、
事
象
を
直
接
指
示
し
な

が
ら
香
か
れ
た
「
書
」
が
、
抽
象
化
さ
れ
、
思
弁
的
な
様
相
に
純
化

さ
れ
て
述
べ
ら
れ
た
の
が
「
出
門
」
詩
で
あ
る
よ
う
に
恩
わ
れ
て
く

る
。
通
説
が
貞
元
二
年
に
こ
の
詩
を
繋
げ
る
の
は
冒
頭
ニ
句
に
う
か

が
わ
れ
る
自
己
喪
失
の
感
情
に
よ
る
ら
し
〈
、
そ
れ
以
後
の
句
の
展

開
は
無
視
し
て
い
る
か
に
み
え
る
。
こ
の
詩
は
単
に
長
安
で
の
不
如

意
な
感
懐
を
述
べ
る
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
出
発

「
我
が
道
」
の
自
覚
に
到
達
す
る
過
程
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る

し
て



そ
の
過
程
的
全
貌
を
具
体
的
に
記
し
て
い
る
「
書
」
と

の
関
係
は
極
め
て
強
く
、
「
書
」
と
同
じ
く
貞
元
九
年
に
近
づ
け
る
方

が
よ
り
妥
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
「
出
門
」
詩
に
は
吏
部
試
験
的
失
敗
に
つ
い
て
は
触
れ

ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
こ
の
現
実
上
の
一
つ
の
事
件
は
、
ど
の
み

ち
何
か
の
形
で
彼
の
つ
き
あ
た
る
壁
と
し
て
た
ち
あ
ら
わ
れ
た
こ
と

で
あ
ろ
う
。
吏
部
試
験
の
落
第
が
彼
の
「
古
」
へ
の
志
向
を
決
定
し

た
の
だ
と
い
う
心
理
的
説
明
を
強
調
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
そ
れ
は

ひ
と
つ
の
契
機
と
し
て
作
用
し
た
に
す
ぎ
な
い
の
だ
。
そ
し
て
そ
れ

を
契
機
と
し
て
韓
愈
は
自
分
が
今
の
世
と
背
馳
す
る
こ
と
を
自
覚
し
、

そ
の
自
覚
こ
そ
が
彼
の
内
部
の
「
古
」
へ
の
志
向
を
促
し
た
と
い
う

の
で
あ
る
。

》』

1
u
h九
p
り
、

合)
ο
少
年
時
代
か
ら
自
己
形
成
の
規
範
と
し
て
き
た
「
古
」
が
現
実
の

制
世
の
中
を
動
か
し
て
い
る
原
理
と
合
致
し
な
い
こ
と
に
気
づ
き
、
「
古
」

一
を
「
今
」
と
対
立
す
る
も
の
と
把
握
し
を
お
し
て
よ
り
自
覚
的
に

酌
「
古
」
に
傾
倒
し
て
い
く
、
そ
の
契
機
と
な
っ
た
少
な
く
と
も
ひ
と

が
つ
は
、
以
上
に
述
べ
た
よ
う
な
吏
部
試
験
に
お
け
る
挫
折
で
あ
ろ
う

帥
が
、
そ
れ
を
負
の
契
機
と
す
れ
ば
、
正
の
契
機
と
い
う
べ
き
は
、
孟

郊
と
出
会
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

Q
U
 

5

孟
郊
(
七
五
一
|
|
八
一
四
)
は
韓
愈
の
人
生
に
登
場
す
る
幾
多

の
人
物
内
中
で
も
、
韓
愈
が
最
も
愛
し
、
且
つ
敬
し
た
一
人
で
あ
っ

た
の
は
確
か
だ
。
「
心
折
す
る
所
内
者
は
、
惟
だ
孟
東
野
一
人
の
み
」

(
越
翼
『
臥
北
詩
話
』
巻
三
)
そ
し
て
そ
の
敬
慕
は
両
者
の
共
通
す

る
要
素
に
由
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
同
時
に
韓
愈
は
孟
郊
の
中

に
自
分
と
は
本
質
的
に
異
な
る
も
の
を
見
抜
き
、
そ
こ
に
魅
か
れ
て

い
た
よ
う
に
も
み
え
る
。
孟
郊
が
天
生
の
詩
人
的
資
質
を
そ
な
え
て

い
た
こ
と
は
、
「
答
孟
郊
」
詩
(
巻
二
に
端
的
に
描
き
出
さ
れ
て
い

ヲ@。ー
規
模
背
時
利

2
文
字
蹴
天
巧

3
人
皆
徐
酒
肉

4
子
独
不
得
飽

5
縫
春
思
巳
乱

6
始
秋
悲
又
撹

7
朝
餐
動
及
午

8
夜
訊
恒
至
卯

夜朝始縫寺子人文規
瓢警めかは皆字模
'Ilii;;動Zてに独な
にも秋春り酒天時
卯すなな飽肉巧利
にれららく鎗をに
至ばぱばをる観主背
る 午 悲 思 得 も う き

に L いず
及みは
ぴ又己

たに
f畳主昔日L
るれ

人
聞
の
構
造
そ
の
も
の
が
世
間

η
規
格
か
ら
は
ず
れ
て
い
る
。
一
言

語
に
よ
っ
て
世
界
の
不
思
議
を
か
す
め
と
る
。
食
べ
る
物
に
も
事
欠

く
窮
乏
。
外
界
の
変
化
へ
の
極
度
に
鋭
敏
な
感
受
性
。
尋
常
な
日
課

を
無
視
し
た
生
活
時
間
|
|
お
よ
そ
詩
人
た
る
者
が
古
今
東
西
も
つ
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で
あ
ろ
う
姿
を
書
き
連
ね
て
い
く
。

孟
郊
が
真
正
の
詩
人
と
し
て
の
資
質
を
具
え
て
い
る
こ
と
を
認
め
、

愛
し
た
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
成
果
に
対
し
て
も
同
時
代
の
文
人
の
中

で
別
格
に
高
く
評
価
し
て
い
た
こ
と
は
、
「
孟
東
野
を
送
る
序
」
(
巻

四
)
、
「
薦
士
」
詩
(
巻
五
)
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
孟
郊
を
文
学

史
的
な
鳥
瞭
園
内
中
に
組
み
入
れ
、
唐
代
で
は
陳
子
昂
、
李
社
ち
に

続
い
て
、
生
き
て
い
る
者
で
は
孟
郊
一
人
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
か
ら

も
知
ら
れ
よ
う
。
「
孟
詩
韓
筆
」
の
称
は
早
く
か
ら
あ
っ
た
が
(
越
珠

『
因
話
緑
』
巻
一
ニ
)
、
宋
代
に
は
韓
愈
の
詩
人
と
し
て
の
面
に
つ
い
て

は
詩
観
の
分
化
に
伴
な
っ
て
肯
定
と
否
定
的
両
極
に
わ
か
れ
、
た
と

え
ば
詩
に
「
別
材
」
を
強
調
す
る
厳
羽
は
「
大
抵
禅
道
は
惟
だ
妙

そ
も

悟
に
在
り
。
詩
道
も
亦
た
妙
悟
に
在
り
。
且
そ
も
孟
裏
陽
は
学
力

韓
退
之
に
下
り
遠
き
こ
と
甚
し
。
而
る
に
其
の
詩
は
独
り
退
之
の
上

に
出
づ
る
は
、
一
味
妙
悟
の
放
也
」
(
『
槍
浪
詩
話
』
詩
弁
)
と
、
孟

郊
に
詩
人
的
資
質
の
圧
倒
的
優
位
を
認
め
て
い
争
。

孟
郊
が
長
安
に
出
て
き
た
の
が
貞
冗
七
年
、
四
十
一
歳
の
頃
と
い

う
の
は
、
そ
れ
以
前
に
道
・
仏
へ
の
放
浪
が
あ
っ
た
こ
と
の
推
測
を
誘

う
が
、
少
な
く
と
も
当
時
の
士
大
夫
と
し
て
の
正
統
的
な
順
路
を
歩

ま
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
。
貞
元
十
二
年
、
四
十
六
歳
で
進
士
登

第
、
貞
元
十
六
年
、
五
十
歳
に
な
っ
て
は
じ
め
て
深
陽
県
尉
を
授
け

ら
れ
な
が
ら
、
翌
年
に
は
職
務
怠
慢
で
半
分
に
減
俸
さ
れ
、
結
局
自

ら
退
い
て
し
ま
う
と
い
っ
た
経
歴
を
一
瞥
す
る
だ
け
で
も
、
孟
郊
が

お
よ
そ
有
能
者
官
人
と
は
ほ
ど
遠
い
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
う
か
が

わ
れ
る
。

そ
の
孟
郊
と
韓
愈
が
長
安
で
知
り
合
っ
て
ほ
ど
な
い
頃
の
作
に

「
長
安
交
遊
者
一
首
贈
孟
郊
」
(
巻
二
が
あ
る
。

-
長
安
交
遊
者
長
安
交
遊
の
者

2
貧
富
各
有
徒
貧
富
各
お
の
徒
有
り

3
親
朋
相
過
時
親
朋
相
い
過
る
時

4
亦
各
有
以
娯
亦
た
各
お
の
以
て
娯
む
有
り

5
随
室
有
文
史
陥
室
に
は
文
史
有
り

6
高
門
有
笠
竿
高
門
に
は
笠
苧
有
り

7
何
能
弁
栄
伴
何
で
能
く
栄
伴
を
弁
ぜ
ん

8
且
欲
分
賢
愚
且
く
賢
愚
を
分
た
ん
と
欲
す

長
安
で
の
人
間
集
団
を
貧
1
|文
史
(
書
物
)
|
|
賢
の
一
派

と
、
富
1

|笠
苧
(
楽
曲
)
|
|
思
町
一
派
と
に
二
分
し
、
自
分
と
孟

郊
を
前
者
に
属
す
る
も
の
と
し
て
く
く
る
こ
の
詩
は
い
か
に
も
図
式

E

E

E

 

的
に
み
え
、
「
意
調
大
率
浅
露
た
り
。
殆
ん
ど
口
に
信
せ
て
之
を
為
る

の
み
」
(
蒋
抱
玄
)
と
い
う
の
も
詩
の
典
範
に
則
し
て
み
れ
ば
も
っ
と

も
に
き
こ
え
る
が
、
こ
れ
も
韓
愈
の
意
識
的
な
表
現
の
実
験
の
早
い

例
と
す
る
意
見
も
あ
る
(
オ
ウ
ウ
ェ
ン
氏
)
。
の
ち
に
展
開
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
、
故
意
に
ぎ
く
し
ゃ
く
し
た
詩
の
散
文
性
が
、
こ
こ
で
は

逆
に
平
明
な
散
文
性
向
形
を
と
っ
て
あ
ら
わ
れ
、
そ
の
一
見
稚
拙
な

口
調
の
中
に
も
、
長
安
の
繁
華
に
囲
続
き
れ
な
が
ら
浮
か
ぷ
瀬
が
な



い
者
同
志
と
し
て
孟
郊
を
囲
い
こ
み
、
「
栄
伴
」
と
は
別
内
規
準
「
賢

愚
」
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
を
も
慰
め
よ
う
と
す
る
韓
愈

内
心
情
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

「
孟
生
詩
」
は
、
進
士
科
落
第
を
重
ね
た
あ
と
、
ひ
と
ま
ず
徐
州

の
張
建
封
の
下
へ
赴
く
孟
郊
を
送
る
詩
だ
が
、
翠
枕
之
氏
の
「
孟
郊

年
譜
」
で
は
前
向
詩
と
共
に
貞
元
八
年
に
、
銭
仲
朕
氏
の
『
集
釈
』

で
は
貞
元
九
年
に
懸
け
る
。
五
十
四
句
に
わ
た
る
そ
の
冒
頭
は
こ
う

書
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
。

1
孟
生
江
海
士
孟
生
は
江
海
の
土

2
古
貌
又
古
心
古
貌
又
た
古
心

3
嘗
読
古
人
書
嘗
て
古
人
の
書
を
読
み

4
謂
言
古
猶
今
謂
っ
て
言
う
古
は
猶
お
今
の
ご
と
し
と

)
韓
愈
の
詩
に
一
字
を
連
用
す
る
技
法
が
目
立
つ
こ
と
は
よ
く
指
摘

ぺ
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
初
め
の
四
句
の
中
に
四
度
「
士
口
」
字
が
用
い
ら

れ
い
れ
て
い
る
の
は
、
孟
郊
の
突
出
し
た
特
徴
を
そ
の
語
に
よ
っ
て
強
調

胡
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
韓
愈
自
身
内
「
古
」
に
対
す
る
い
つ
く
し
み

叩
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
か
に
み
え
る
。
第
一
句
の
「
江
海
士
」
は
『
荘

乱
子
』
刻
意
篇
で
「
朝
廷
之
士
」
に
対
置
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
、

が
中
心
|
|
周
縁
構
造
問
周
縁
に
位
置
し
、
社
会
制
度
内
束
縛
か
ら
免

軸
れ
て
い
る
故
に
自
由
な
、
同
時
に
世
間
的
な
栄
遠
か
ら
見
離
さ
れ
た

人
種
で
あ
る
。
そ
の
具
体
相
に
説
き
す
す
む
第
二
句
か
ら
「
士
口
」
の

ー6

語
が
あ
ら
わ
れ
る
。
周
縁
で
あ
る
「
江
海
士
」
が
「
古
」
で
形
容
さ

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
「
古
」
は
秩
序
町
中
心
を
構
成
す
る
要

素
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
れ
と
対
立
す
る
も
の
、
時
世
と
対
時
す
る

も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
「
古
貌
」
は
李
白
「
嵩
山
採
菖
蒲
者
」

詩
に
「
神
人
古
貌
多
〈
、
双
耳
下
り
て
肩
に
垂
る
」
と
い
う
よ
う
に
、

現
実
世
界
と
異
質
な
、
異
界
の
住
人
の
容
貌
で
あ
り
、
「
古
心
」
だ
け

で
な
く
「
古
貌
」
も
書
き
こ
ま
れ
た
こ
と
は
、
孟
郊
の
「
古
」
風
き

が
理
念
と
し
て
択
ぴ
取
ら
れ
た
も
の
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
生
得
町

人
間
的
資
質
と
し
て
具
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
恩
わ
せ
る
。
外
貌
も
精

神
も
古
人
的
如
く
で
あ
っ
た
孟
郊
に
と
っ
て
、
書
物
を
通
し
て
知
る

「
古
」
の
世
界
は
今
と
同
じ
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
書
物
町
中
町

古
え
の
世
界
を
今
と
同
一
視
す
る
と
い
う
の
は
、
韓
愈
自
身
の
こ
と

と
し
て
す
で
に
挙
げ
た
「
出
門
」
詩
に
勺
巻
を
聞
き
て
読
み
且
つ
想

え
ば
、
千
載
も
相
い
期
す
る
が
若
し
」
と
語
ら
れ
て
い
《
問
。
そ
こ
で

韓
愈
は
古
人
と
の
避
還
を
喜
ぴ
、
且
つ
時
世
と
の
組
踊
を
か
み
し
め

た
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
孟
郊
の
場
合
に
は
「
古
」
に
同
化
す
る

こ
と
が
引
き
起
こ
す
「
今
」
と
の
異
和
感
が
快
落
し
て
い
る
か
に
み

え
る
。
少
な
く
と
も
韓
愈
の
描
き
出
し
た
孟
郊
は
、
現
在
と
の
ず
れ

に
鈍
感
な
、
時
代
錯
誤
の
詩
人
像
に
近
い
。
古
代
風
向
詩
を
作
り
、

朝
廷
に
の
り
こ
ん
で
い
っ
て
門
前
払
い
を
く
わ
き
れ
る
の
で
あ
る
。

5
作
詩
三
百
首
詩
を
作
る
こ
と
三
百
首

6
向
目
黙
威
池
音
官
黙
た
り
戚
池
町
音

7
騎
越
到
京
国
越
に
騎
し
て
京
国
に
到
り



62 

8
欲
和
燕
風
琴

9
宣
識
天
子
居

叩
九
重
修
沈
沈

日
一
門
百
夫
守

口
無
籍
不
可
尋

薫
風
の
琴
に
和
せ
ん
と
欲
す

宣
に
知
ら
ん
や
天
子
の
居
の

九
重
穆
と
し
て
沈
沈
た
る
を

一
門
百
夫
守
り

籍
無
く
ん
ば
尋
ぬ
可
か
ら
ず

質
量
と
も
に
『
詩
経
』
に
匹
敵
す
る
三
百
首
の
作
品
を
携
え
、
越

馬
に
ま
た
が
っ
た
風
采
も
か
ま
わ
ず
都
へ
入
る
世
間
知
ら
ず
の
姿
は
、

か
つ
て
の
日
の
韓
愈
自
身
的
戯
画
化
も
含
ん
で
、
あ
た
た
か
な
ユ
ー

モ
ア
を
帯
ぴ
て
さ
え
い
る
。

詩
は
こ
の
あ
と
、
拒
絶
を
、
つ
け
た
孟
郊
の
悲
嘆
、
長
安
の
人
士
と

の
交
遊
も
拙
〈
、
「
古
」
ゆ
え
に
不
本
意
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
者
同
志

と
し
て
韓
愈
と
親
し
ん
で
い
く
経
過
が
た
ど
ら
れ
る
が
、
両
者
を
結

び
つ
け
る
共
通
点
が
「
古
」
へ
の
志
向
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
後
年

(
貞
元
十
六
年
)
の
「
孟
東
野
に
与
う
る
書
」
(
巻
二
)
の
中
に
も

「
足
下
は
オ
高
く
気
清
く
、
古
道
を
行
な
い
、
今
町
世
に
処
る
。
・
・

混
混
と
し
て
世
と
相
い
濁
る
も
、
独
り
其
の
心
は
古
人
を
追
い
て
之

に
従
う
」
と
操
り
返
し
語
ら
れ
て
い
る
。

孟
郊
は
進
士
応
挙
に
際
し
て
古
文
家
の
梁
粛
に
詩
を
呈
し
て
い
る

が
(
巻
六
「
古
意
贈
梁
補
闘
」
詩
)
、
孟
郊
を
梁
粛
に
紹
介
し
た
の
は
、

李
観
(
七
六
六
|
|
七
九
四
)
で
あ
る
(
『
李
元
賓
文
芸
巻
三
「
上

梁
補
闘
薦
孟
郊
雀
宏
礼
書
」
)
。
韓
愈
は
孟
郊
と
出
会
っ
た
頃
、
李
観
と

も
相
い
知
り
、
李
観
に
対
し
て
も
長
安
で
の
孤
立
し
た
状
況
の
中
で

め
ぐ
り
あ
っ
た
感
懐
を
詩
に
述
べ
て
い
る
。

9
我
生
二
十
五

日
求
友
昧
其
人

口
哀
歌
西
京
市

ロ
乃
与
夫
子
親

日
所
尚
荷
同
趨

日
比
賢
恐
蛍
異
倫

我
れ
年
二
十
五

友
を
求
む
れ
ど
其
町
人
に
昧
し

西
京
の
市
に
哀
歌
し
て

乃
ち
夫
子
と
親
し
む

尚
ぷ
所
苛
も
趨
を
同
じ
く
せ
ば

賢
愚
宣
に
倫
を
異
に
せ
ん
や

(
巻
一
「
北
極
一
首
贈
李
観
」
)

お

い

李
観
は
古
文
先
駆
者
向
一
人
李
華
の
従
子
に
あ
た
り
、
「
所
尚
有
同

趨
」
も
彼
と
「
古
」
へ
の
志
向
を
共
有
す
る
こ
と
を
指
す
の
だ
ろ
う
。

韓
愈
の
「
思
」
に
対
し
て
「
賢
」
と
称
さ
れ
る
ご
と
く
、
進
士
科
・
博

学
宏
詞
科
を
一
気
に
駆
け
抜
け
て
官
を
得
た
の
ち
ほ
ど
な
く
天
逝
し

た
李
観
は
、
孟
郊
と
は
対
径
を
な
す
オ
人
で
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
こ

こ
で
は
孟
郊
と
の
出
会
い
の
方
の
み
に
触
れ
た
。
の
ち
、
元
和
元
年

を
中
心
に
韓
愈
と
孟
郊
は
堪
を
切
っ
た
よ
う
に
朕
句
を
産
出
し
文
学

的
実
験
を
繰
り
広
げ
る
こ
と
に
な
る
が
、
失
意
向
こ
の
時
期
に
は
ま



だ
孟
郊
へ
の
親
近
感
を
抱
く
と
い
う
に
と
ど
ま
る
。
孟
郊
と
協
力
し

て
古
文
運
動
を
開
始
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
孟
郊
と
い
う
も
う
ひ
と

り
の
時
世
と
ち
ぐ
は
ぐ
な
人
聞
を
知
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
男
が

ち
ぐ
は
ぐ
な
ま
ま
割
り
を
食
っ
て
も
己
れ
を
守
っ
て
い
る
姿
を
知
っ

た
こ
と
が
、
韓
愈
が
時
勢
に
背
馳
し
て
「
古
」
へ
ひ
ら
き
な
お
っ
て

い
く
も
う
ひ
と
つ
の
動
力
と
し
て
作
用
し
た
の
で
あ
る
。

四

「
古
」
へ
の
志
向
が
時
勢
と
背
馳
す
る
こ
と
を
自
覚
し
た
あ
と

も
な
お
博
学
宏
詞
科
に
連
年
応
じ
て
い
た
韓
愈
は
、
貞
元
十
一
年

(
七
九
五
)
の
正
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
三
度
に
わ
た
っ
て
宰
相
に

救
済
を
求
め
る
手
紙
を
の
こ
し
て
い
る
が
(
「
上
宰
相
書
」
・
「
後
十
九

)
日
復
上
書
」
・
「
後
二
十
九
日
復
上
書
」
、
と
も
に
巻
一
ニ
)
、
そ
の
年
の

合
四
月
に
は
か
つ
て
進
士
登
第
の
お
り
の
座
主
で
あ
っ
た
陸
賛
が
前
年

υ
の
宰
相
降
任
に
続
い
て
都
を
追
わ
れ
、
八
月
に
は
庇
護
者
で
あ
っ
た

制
馬
燈
が
死
に
、
そ
う
し
た
こ
と
を
機
に
し
て
で
あ
ろ
う
か
、
ひ
と
た
び

叩
吏
部
試
験
を
断
念
し
て
、
貞
元
十
二
年
、
宣
武
軍
節
度
使
董
晋
の
も
と

配
の
観
察
推
官
と
し
て
沖
州
に
赴
く
。
貞
元
十
五
年
、
董
晋
の
死
に
伴

が
な
っ
て
作
州
に
乱
が
起
こ
り
、
韓
愈
は
武
寧
軍
節
度
使
張
建
封
に
身

輸
を
寄
せ
て
そ
の
推
官
に
と
り
た
て
ら
れ
、
翌
十
六
年
、
治
陽
に
出
る

3
ま
で
滞
在
す
る
。
こ
の
節
度
使
幕
僚
時
代
に
お
い
て
大
き
な
意
義
を

6
も
つ
の
は
、
李
朝
・
張
籍
と
い
う
韓
門
弟
子
を
代
表
す
る
二
人
を
知
っ

た
こ
と
で
あ
る
。

李
朝
(
七
七
二
八
四
二
は
貞
元
十
二
年
、
徐
州
か
ら
沖
州
の

韓
愈
を
訪
れ
て
交
わ
り
を
結
ん
だ
。
(
『
李
文
公
集
』
巻
十
六
「
祭
吏

部
韓
侍
郎
文
」
)
そ
れ
に
先
だ
っ
て
貞
元
九
年
、
彼
は
自
作
を
携
、
え
て

梁
粛
に
会
見
し
、
「
古
人
の
遺
風
を
得
た
り
」
と
賞
讃
さ
れ
た
と
い
う

か
ら
(
そ
の
直
後
に
梁
粛
が
没
し
、
彼
の
よ
う
な
知
己
は
え
が
た
い

こ
と
を
嘆
く
「
感
知
己
賦
」
《
『
李
文
公
集
』
巻
一
)
)
に
み
え
る
)
、

早
く
か
ら
古
文
家
の
聞
に
出
入
り
し
て
い
た
わ
け
だ
が
、
進
士
登
第

を
果
た
す
の
は
韓
愈
の
知
遇
を
え
た
後
、
貞
元
十
四
年
の
こ
と
で
あ

る
。
張
籍
(
七
六
一
ー
1
l八
三

O
頃
)
は
孟
郊
の
紹
介
を
経
て
和
州

か
ら
汗
の
韓
愈
を
訪
れ
、
韓
愈
が
試
験
官
を
つ
と
め
た
作
州
の
州

試
に
合
格
し
た
(
韓
愈
「
此
日
足
可
惜
一
首
贈
張
籍
」
詩
《
巻
一
》

に
そ
の
経
緯
が
語
ら
れ
る
)
。

作
州
で
の
作
で
あ
る
「
掲
宿
に
与
え
て
文
を
論
ず
る
書
」
(
巻
三
)

は
、
愈
の
同
年
の
進
士
潟
宿
に
寄
せ
た
文
論
だ
が
、
そ
の
初
め
の
部

分
に
は
自
作
の
評
価
を
め
ぐ
っ
て
、
世
間
の
規
準
と
の
相
違
に
覚
醒

し
て
い
く
過
程
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

僕
文
を
為
る
こ
と
久
し
。
自
ら
意
中
に
則
し
て
以
て
好
し
と
為
す

，E

t

-

-

毎
に
、
則
ち
人
は
必
ず
以
て
悪
し
と
為
す
。
小
し
く
意
に
称
え
ば
、
人

は
亦
た
小
し
く
之
を
怪
し
む
。
大
い
に
意
に
称
え
ば
即
ち
人
必
ず
大
い

に
之
を
怪
し
む
也
。
時
時
に
事
に
応
じ
て
俗
下
町
文
字
を
作
り
、
筆
を

下
し
て
人
を
し
て
抵
じ
し
む
る
も
、
人
に
示
す
に
及
べ
ば
、
則
ち
人
は
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以
て
好
し
と
為
す
。
小
し
く
慰
ず
る
者
は
亦
た
之
を
小
し
く
好
し
と
謂

う
を
蒙
る
。
大
い
に
恕
ず
る
者
は
、
即
ち
必
ず
以
て
大
い
に
好
し
と
為

す。こ
れ
は
単
に
自
分
的
文
章
が
世
間
に
う
け
い
れ
ら
れ
な
か
っ
た
こ

と
を
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
韓
愈
が
や
や
好
い
と
思
う
作
を
世

は
や
や
悪
い
と
し
、
非
常
に
好
い
と
す
る
も
の
を
世
は
非
常
に
悪
い

と
す
る
。
逆
に
韓
愈
自
身
が
や
や
不
満
な
も
の
は
世
で
は
や
や
認
め
、

甚
だ
不
満
な
も
の
は
世
か
ら
絶
讃
を
浴
び
る
と
い
う
よ
う
に
、
韓
愈

自
身
内
見
方
と
世
間
的
見
方
と
が
正
確
に
反
比
例
の
関
係
に
あ
っ
た

こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
彼
は
自
作
を
全
て
肯
定
し
て
い

る
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
始
め
か
ら
古
文
の
理
念
と
い
う
も
の
が
確

固
と
し
て
韓
愈
の
胸
中
に
形
づ
く
ら
れ
て
い
て
そ
の
信
念
に
従
っ
た

文
の
み
を
制
作
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
く
、
始
め
は
自
分
の
印
象
と

世
の
評
価
と
の
奇
妙
な
く
い
ち
が
い
に
と
ま
ど
い
を
覚
、
え
た
、
そ
の

当
惑
が
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
事
に
応
じ
て
俗
下
の
文

字
を
作
る
」
と
は
、
今
の
文
集
に
も
時
折
み
え
る

O
O
O
Z
E
E
-な、

公
的
な
性
格
的
強
い
文
章
、
お
そ
ら
く
そ
の
類
い
は
実
際
に
は
今
の

こ
る
以
上
に
書
い
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
反
比
例
の
法
則
を
発
見
し
た
あ
と
で
、
韓
愈
は
「
古
文
」
が

時
世
に
歓
迎
さ
れ
ざ
る
性
格
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。

以
て知
知ら
るず
者古
町文
知は
る直
を fご
挨s何
つぞ
の今
みの
。世

に
用

ら
れ
ん
や

を

然
れ

ど
も

そ
し
て
揚
雄
の
場
合
を
想
起
し
て
、
す
ぐ
れ
た
表
現
者
は
常
に
同

時
代
か
ら
う
け
い
れ
ら
れ
な
い
宿
命
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
を
決

論
し
、
し
か
し
理
解
者
を
も
ち
え
な
か
っ
た
揚
雄
も
こ
こ
に
真
の
理

解
者
と
し
て
自
分
が
あ
る
よ
う
に
、
や
が
て
自
分
の
作
品
も
後
世
に

必
ず
支
持
者
が
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
確
信
す
る
。
思
想
史
上

の
役
割
に
お
い
て
揚
雄
を
継
ご
う
と
す
る
の
み
な
ら
ず
、
文
章
制
作

の
状
況
に
関
し
て
も
揚
雄
内
孤
高
を
学
び
、
そ
れ
に
一
体
化
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
困
難
な
古
文
同
道
へ
遁
進
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
時
代
と
相
い
容
れ
な
い
古
文
で
は
あ
る
が
、
今
や
全

く
の
孤
絶
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
自
分
に
つ
い
て
古
文
を
学
習
し

て
い
る
者
が
い
る
こ
と
を
次
に
触
れ
る
。

近
ご
ろ
李
朝
僕
に
従
い
て
文
を
学
占
。
頗
る
得
る
所
有
り
。
然
れ
ど

も
其
町
人
家
賃
し
く
し
て
事
多
し
。
未
だ
其
の
業
を
卒
、
つ
る
能
わ
ず
。

張
籍
な
る
者
有
り
。
年
は
凋
よ
り
長
ず
。
而
し
て
亦
た
僕
に
学
ぶ
a

其

色

か

町
文
は
朝
と
相
上
下
す
図
一
二
年
之
を
業
と
せ
ば
、
至
れ
る
に
庶
幾
か

ら
ん
。
然
れ
ど
も
其
の
俗
尚
を
棄
て
て
寂
葉
町
道
に
従
い
、
之
を
以
て

い
た

名
を
時
に
字
、
ヲ
を
閑
む
。

「
古
文
」
は
「
俗
向
」
と
背
馳
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
「
寂
築
之

道
」
に
従
事
し
な
が
ら
進
士
科
に
応
じ
よ
う
と
す
る
彼
ら
の
困
難
を

お
も
い
や
る
。
「
寂
実
」
の
語
は
先
に
手
紙
に
あ
ら
わ
れ
た
揚
雄
に
結

び
つ
く
も
の
で
、
そ
の
「
解
明
」
(
『
文
選
』
巻
四
五
)
に
「
惟
れ
寂

惟
れ
漢
に
し
て
、
徳
的
宅
を
守
る
」
と
、
世
の
権
勢
か
ら
離
れ
て
自



己
を
貫
く
者
の
あ
り
さ
ま
を
こ
の
語
で
い
う
。
揚
雄
が
死
ん
だ
時
、

「
京
師
之
が
為
に
語
り
て
臼
く
、
惟
れ
寂
葉
、
自
ら
閣
よ
り
投
ず
、

・
:
と
」
(
『
漢
書
』
巻
八
七
下
「
揚
雄
伝
」
)
と
、
「
解
明
」
の
語
を

も
じ
っ
て
瑚
し
た
と
い
う
の
も
、
「
寂
実
」
と
揚
雄
と
の
結
び
つ
き

を
強
め
る
で
あ
ろ
う
。
や
や
先
立
つ
「
桂
立
之
に
答
う
る
書
」
(
巻

=
乙
の
中
で
も
、
韓
愈
の
今
後
の
方
向
を
述
べ
て
ひ
と
つ
は
自
分
的

主
張
を
官
に
着
い
て
実
現
し
て
い
く
こ
と
、
そ
れ
が
不
可
能
な
ら
ば

野
に
下
っ
て
著
述
に
専
念
す
る
こ
と
、
そ
の
後
者
向
叙
述
に
「
究
閉

め
野
に
耕
し
、
寂
実
の
浜
に
釣
す
」
と
、
お
そ
ら
く
こ
れ
も
揚
雄
の

世
間
か
ら
孤
立
し
て
執
筆
に
う
ち
こ
む
姿
と
重
ね
あ
わ
せ
て
用
い
ら

れ
て
い
{
川
町
。

李
相
・
張
籍
は
「
寂
実
之
道
」
を
歩
む
こ
と
を
自
ら
択
ぴ
取
っ
た

)
者
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
閉
じ
こ
も
っ
て
世
間
を
遮
断
し
ょ

&口，
う
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
道
を
歩
み
な
が
ら
も
世
に
出
て
い
こ

υ
う
と
す
る
、
そ
れ
が
い
た
ま
し
い
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
も

制
韓
愈
の
世
町
中
で
実
際
に
カ
を
及
ぼ
し
て
い
こ
う
と
す
る
実
践
的
な

叫
思
考
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

あ
「
答
長
立
之
書
」
で
は
韓
愈
自
身
に
関
し
て
用
い
ら
れ
た
「
寂
奨
」

が
の
語
が
李
相
・
張
籍
の
身
に
つ
い
て
も
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ

糊
こ
に
韓
愈
を
中
心
と
し
て
一
つ
の
集
団
が
成
立
し
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
そ
れ
は
古
文
を
今
の
世
と
背
馳
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
、
時

5
 

6

世
と
の
摩
擦
に
も
か
か
わ
ら
ず
古
文
を
推
進
し
よ
う
と
す
る
意
志
が

共
有
さ
れ
る
集
団
で
あ
る
。
李
開
の
文
章
の
中
に
も
「
淘
に
古
に
合

い
て
時
に
悉
く
」
(
「
感
知
己
賦
」
)
、
「
五
回
は
時
に
協
わ
ず
し
て
古
文

を
学
よ
」
(
「
答
朱
戴
畳
一
口
書
」
)
、
ま
た
韓
愈
の
人
と
文
に
つ
い
て
「
慈

の
世
の
文
に
は
非
ず
、
古
え
の
文
也
。
蕊
の
世
の
人
に
は
非
ず
、
古

え
の
人
也
」
(
「
与
陸
惨
書
」
)
な
ど
、
繰
り
返
し
て
「
古
」
が
「
今
」

と
相
い
反
す
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
作
州
時
代
は
い
わ
ゆ
る
韓
門
が
形
成
さ
れ
は
じ
め
た

の
だ
が
、
彼
の
「
古
」
へ
の
志
向
は
時
世
と
の
札
機
に
よ
っ
て
よ
り

内
容
が
明
確
に
な
り
、
古
文
家
と
し
て
の
実
際
の
活
動
を
開
始
し
た

の
も
、
こ
の
頃
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
張
籍
と
の
往
復
書
翰
(
「
上
韓

昌
禁
書
」
「
答
張
籍
書
」
「
上
韓
国
面
禁
第
二
書
」
叶
重
答
張
籍
書
」
巻

一
一
)
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
期
、
斡
愈
は
「
夫
子
・
孟
子
・
揚
雄
の
道
」

を
発
揚
し
、
彼
ら
以
後
の
時
代
の
衰
類
を
招
い
た
釈
老
を
排
撃
す
る

議
論
を
展
開
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
趣
旨
に
は
共
鳴
す
る
張

籍
す
ら
、
そ
れ
を
「
無
実
雑
駁
之
説
」
と
笹
め
て
い
る
の
を
み
る
と
、

そ
れ
は
甚
だ
ポ
レ
ミ
ソ
ク
な
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

貞
元
十
六
年
、
斡
愈
は
徐
州
を
離
れ
、
十
八
年
春
に
四
門
博
士
と

し
て
は
じ
め
て
官
に
着
く
が
、
こ
の
頃
に
は
韓
愈
の
古
文
は
か
な
り

の
読
者
を
獲
得
し
て
い
た
よ
う
だ
。
貞
元
十
λ
年
内
「
欧
陽
生
哀
辞
」

(
巻
五
)
は
ニ
通
自
筆
で
書
か
れ
、
そ
の
一
通
は
劉
低
な
る
者
の
求

め
に
応
じ
た
も
の
だ
っ
た
。
「
君
は
古
文
を
喜
ぶ
。
吾
が
為
る
所
古

に
合
、
つ
を
以
て
、
吾
が
蹴
に
詣
り
て
来
り
請
う
こ
と
八
九
た
ぴ
至
る
。



6
而
し
て
其
の
色
怨
ま
ず
。
志
益
ま
す
堅
し
」

au 
熱
心
な
愛
好
家
で
あ
っ
た
。

古
文
の
作
品
を
ね
だ
る
者
だ
け
で
は
な
い
。
神
愈
に
師
事
し
て
古

文
を
修
得
し
よ
う
と
す
る
者
も
増
え
た
。
そ
う
し
た
者
に
対
し
て
、

韓
愈
は
そ
れ
が
今
の
世
に
は
う
け
い
れ
ら
れ
な
い
こ
と
、
登
科
の
捷

径
と
は
な
ら
ぬ
こ
と
を
説
く
。

抑
そ
も
能
く
言
う
所
内
者
は
、
皆
な
士
口
之
内
道
な
り
。
古
、
え
の
道
は

以
て
今
に
取
る
に
足
ら
ず
。
吾
子
何
ぞ
其
れ
之
を
愛
す
る
こ
と
の
異
な

る
や
。
賢
公
卿
・
大
夫
上
に
在
り
て
肩
を
比
占
。
始
め
て
進
め
る
賢
士

下
に
在
り
て
屑
を
比
よ
。
彼
れ
其
れ
之
を
得
て
必
ず
以
て
之
を
取
る
有

司』れ

ら
ん
。
子
仕
え
ん
と
欲
す
る
か
。
其
れ
往
き
て
需
に
問
え
。
皆
な
学
ぶ

可
き
也
。
若
し
独
り
是
を
愛
す
る
有
り
て
仕
向
調
い
に
非
ざ
れ
ば
、
則

ち
愈
や
嘗
て
之
を
学
ベ
リ
。
晴
、
つ
今
に
継
ぎ
て
以
て
言
わ
ん
。

(
「
答
尉
遅
生
書
」
巻
一
一
)

自
分
の
説
き
う
る
の
は
「
古
之
道
」
で
あ
り
、
仕
官
の
役
に
は
立

た
な
い
。
仕
官
を
目
的
と
せ
ず
、
「
古
之
道
」
を
学
ぴ
た
い
と
い
う
な

ら
教
え
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
科
第
の
た
め
に
師
事
し
よ
う
と
い

う
の
は
お
門
違
い
だ
。

今
の
名
誉
を
負
い
顕
栄
を
享
く
る
者
、
上
位
に
在
り
て
幾
ば
〈
町
人

ぞ
。
足
下
は
速
化
の
術
を
求
的
、
其
町
人
に
お
い
て
せ
ず
し
て
、
乃
ち

い
わ
ゆ

以
て
愈
に
語
う
。
是
れ
所
翻
る
聴
を
裂
に
借
り
、
道
を
盲
に
求
む
る
な

り

。

(

「

答

陳

生

書

」

巻

一

ニ

)

古
、
文
と
い
う
文
体
の
修
得
を
求
め
て
来
る
者
に
は
、
そ
の
ス
タ
イ

(
「
題
哀
静
後
」
)
と
い
う

ル
を
支
、
え
る
精
神
、
「
古
道
」
を
こ
そ
学
ぶ
べ
き
だ
と
強
調
す
る
。

愈
の
古
え
に
志
す
所
向
者
は
、
惟
だ
其
の
緋
を
の
み
好
む
に
は
あ
ら

ず
。
其
の
道
を
好
む
の
み
。
(
「
答
李
秀
オ
序
」
巻
三
)

韓
愈
的
意
図
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
に
し
ろ
、
こ
う
し
た
者

が
附
集
し
て
く
る
背
景
に
は
、
い
ち
は
や
く
師
事
し
て
い
た
李
開
・

張
籍
が
貞
元
十
四
年
、
十
五
年
に
相
継
い
で
進
士
に
登
第
し
た
こ
と

も
作
用
し
た
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
決
定
的
に
し
た
の
は
貞
元
十
八

年
、
知
貢
挙
権
徳
輿
を
補
佐
す
る
陸
品
開
の
も
と
に
十
人
の
名
を
推
薦

し
(
「
与
洞
部
陸
員
外
書
」
巻
三
)
、
そ
の
内
向
四
人
が
そ
の
年
に
、

五
人
も
以
後
五
年
間
に
次
々
登
第
し
た
こ
と
で
あ
る
。
「
韓
愈
は
後
進

を
引
致
し
、
為
り
て
科
第
を
求
め
、
多
く
寄
を
投
じ
て
益
を
請
う
者

有
り
。
時
人
之
を
斡
門
弟
子
と
調
、
っ
。
愈
後
に
宮
高
く
し
て
、
復
た

為
さ
ざ
る
也
」
(
司
唐
国
史
補
』
巻
下
)
と
い
う
記
事
も
、
こ
の
頃
の

こ
と
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
こ
に
至
っ
て
、
時
世
と
背
馳
す
る
こ
と

の
自
覚
か
ら
出
発
し
た
斡
愈
の
古
文
は
、
一
応
世
に
浸
透
し
、
認
め

ら
れ
た
と
い
っ
て
い
い
。
無
名
の
斡
愈
は
い
ま
や
ひ
と
つ
の
勢
力
を

成
し
、
こ
こ
か
ら
は
新
た
な
札
轍
に
身
を
置
い
た
表
現
活
動
が
開
始

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

住

(
l
)
た
と
え
ば
敏
沢
『
中
国
文
学
批
評
史
』
上
(
一
九
八
一
、
人
民
文
学
出

版
社
)
一
ニ
七
一
頁
に
「
以
上
遺
品
一
一
論
点
、
都
是
斡
愈
侶
導
古
文
運
動
的
理

論
基
礎
。
但
是
、
如
来
我
川
将
垣
些
論
点
和
他
以
前
的
古
文
家
的
意
見
加



合)

以
比
較
、
井
没
有
恨
多
新
鮮
独
到
的
束
西
己
と
い
う
。

(
2
)
林
田
恨
之
助
「
唐
代
古
文
運
動
向
形
成
過
程
」
(
『
中
国
中
世
文
学
評
論

史
』
(
一
九
七
九
)
第
六
章
第
二
節
)
に
詳
し
い
。

(
3
)
宋
、
王
姪
占
師
会
伝
」
{
『
韓
丈
類
詩
』
巻
八
)
町
賛
に
戸
。
観
文
衡

之
作
、
益
知
愈
本
六
経
、
尊
皇
極
、
斥
異
端
、
節
百
家
之
美
、
市
自
為
時

法
、
立
道
雄
剛
、
事
君
孤
崎
。
甚
失
其
似
合
也
。
孟
子
学
於
子
思
、
而
道

過
之
。
聖
人
不
失
其
伝
者
、
子
思
也
。
全
兄
弟
師
授
体
失
」
と
み
え
る
。

(
4
)
羅
朕
添
『
韓
愈
研
究
』
(
一
九
七
七
、
台
北
学
生
沓
局
)
三
ニ
頁
。

(
5
)
以
下
引
用
的
文
は
馬
過
伯
『
称
昌
繋
文
集
校
注
へ
詩
は
銭
仲
秩
『
斡
昌

梨
詩
繋
年
集
釈
』
(
と
も
に
一
九
五
七
、
上
機
古
典
文
学
出
版
社
)
に
よ
り
、

そ
の
巻
数
を
あ
わ
せ
て
記
す
。

(
6
)

『
唐
金
要
』
巻
七
六
に
「
貞
元
七
年
、
兵
部
侍
郎
陸
時
柿
知
賞
挙
。
時

也
元
翰
・
梁
粛
文
襲
冠
時
。
賛
輸
心
於
粛
、
与
元
翰
推
薦
義
実
之
士
U

と

あ
り
、
『
旧
唐
書
』
巻
一
三
九
陸
賢
伝
に
も
同
様
の
記
載
が
あ
る
が
、
司
登

科
記
考
』
で
は
貞
元
七
年
同
知
貢
挙
を
社
賞
裳
と
し
、
陸
賛
は
貞
一
百
八
年

同
知
貢
挙
と
す
る
。

(
7
)
い
ず
れ
も
『
集
釈
』
当
該
詩
注
所
引
。

(
8
}
羅
氏
前
掲
書
三
四
頁
。

(
9
)
太
凹
次
男
「
韓
愈
に
つ
い
て
の
一
考
察
i
[特
に
そ
の
官
人
生
活
を
中

心
と
し
て
|
|
」
(
『
斯
道
文
庫
論
集
』
一
、
一
九
六
二
)
九
四
頁
。

前
野
直
彬
・
斉
藤
茂
『
斡
退
之
』
(
一
九
八
三
)
二

O
頁。

(
叩
)
華
悦
之
『
孟
東
野
詩
集
』
(
一
九
五
九
、
人
民
出
版
社
)
附
。
孟
郊
の
詩

の
引
用
も
同
番
に
よ
る
。

(
日
)
『
築
釈
』
所
引
.

(
ロ
}
印

Z
1
5包
D
4
4
@

ロ，↓
r
o
H
M
O
E】

4
0町
冨

O白
関

口

r
z
。EM仏
国

自

J
E
S
(
H
u
a
・
JFHO
口
E
Z
E
M
q

同

U
2
2
)
四
四
頁
。

(
日
)
孟
郊
の
詩
か
ら
類
似
し
た
措
辞
を
挙
げ
れ
ば
「
同
年
春
燕
」
詩
(
巻
五
)

斡愈町「古」への志向(川67 

に
「
前
賢
与
今
人
、
千
載
為
一
期
」
。

(
比
)
韓
愈
円
「
寂
奨
」
の
語
を
直
接
『
荘
子
』
に
結
び
つ
け
て
、
そ
ニ
に
韓

愈
円
「
道
家
し
的
立
世
界
へ
の
接
近
を
み
る
説
も
あ
る
(
小
野
四
平
「
韓

愈
的
『
寂
認
』
|
|
『
与
柄
宿
論
文
書
』
ノ

l
ト
|
|
」
《
『
晶
刊
東
洋
学
』

二
九
、
一
九
七
三
回
)
が
、
た
と
え
ば
梅
尭
臣
の
詩
に
「
揚
雄
寂
奨
居
、
量

若
庇
生
歌
」
(
「
刑
部
庁
海
裳
見
贈
依
韻
書
永
叔
」
二
首
之
二
)
と
い
っ
ょ

っ
に
、
ま
ず
揚
雄
を
想
起
す
べ
き
と
思
う
。

一
九
八
四
、
三
、
二
六




