
韓
愈
の
詩
の
中
の
一

一
、
三
の
人
間
像
を
め
ぐ
っ
て

合)

は
じ
め
に

引
韓
愈
の
詩
を
読
ん
で
い
る
と
、
彼
の
ま
わ
り
に
は
一
風
し
変
わ
っ
た

つ
人
物
が
集
ま
っ
て
い
た
か
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
風
変
わ
り
に

ぐめ
み
え
る
と
い
う
の
は
、
そ
こ
に
描
き
出
さ
れ
た
人
間
像
が
そ
れ
ま
で

い
れ
の
文
学
的
中
に
形
象
化
さ
れ
て
き
た
人
閉
め
型
に
収
ま
ら
な
い
か
ら

胤
で
あ
る
。
韓
愈
の
周
辺
に
そ
う
し
た
人
物
が
事
実
と
し
て
存
在
し
た

の
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
韓
愈
の
目
が
周
囲
の
人
物
を
そ
の
よ
う
に
捉

一一一一
一
ぇ
、
韓
愈
の
筆
が
彼
ら
を
そ
の
よ
う
に
描
き
出
し
た
と
い
う
こ
と
に

の
注
目
し
た
い
。
つ
ま
り
事
実
を
問
題
と
す
る
の
で
は
な
く
、
認
識
と

付
表
現
内
問
題
と
し
て
捉
え
た
い
と
思
う
。

一
一
そ
れ
を
説
明
す
る
に
は
、
韓
愈
自
身
内
用
い
た
名
馬
・
伯
楽
町
よ

軸
く
知
ら
れ
た
た
と
え
を
援
用
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
「
世
に
伯
楽
有
り
て

然
る
後
に
千
皇
内
馬
有
り
。
千
里
の
馬
は
常
に
有
り
。
而
る
に
伯
楽

沿い叩

A
1》

2

は
常
に
は
有
ら
ず
日
(
「
雑
説
」
其
四
)
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
寓

l
 

i
 

曹

E
S
F

メ入
日

康

意
は
有
為
の
人
材
も
そ
れ
を
見
出
し
て
く
れ
る
人
に
出
会
わ
な
く
て

は
埋
も
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
い
う
も
の
で
、
同
じ
た
と
え
は
韓
愈
の

吋
人
の
為
に
薦
を
求
む
る
書
」
に
も
み
、
ぇ
、
「
子
褒
陽
に
与
う
る
書
」

で
は
伯
楽
の
た
と
え
は
な
い
も
の
の
、
人
が
世
に
出
る
に
は
ま
ず
そ

れ
を
顕
彰
し
て
く
れ
る
識
者
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
援
引
を

求
め
て
い
る
の
も
、
同
じ
趣
旨
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
い
ま
韓
愈

の
直
接
の
意
図
か
ら
離
れ
て
一
般
化
さ
せ
る
な
ら
ば
、
名
馬
と
い
う

存
在
は
伯
楽
と
い
う
認
識
者
を
得
て
初
め
て
存
在
し
う
る
、
す
な
わ

ち
存
在
を
存
在
た
ら
し
め
る
も
の
は
認
識
で
あ
る
、
と
い
う
主
張
と

も
解
し
え
よ
う
。
韓
愈
を
取
り
巻
く
奇
矯
な
人
々
は
、
韓
愈
の
認
識

を
過
し
て
そ
の
奇
矯
を
顕
現
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
は

韓
愈
何
人
間
認
識
、
人
間
観
的
問
題
と
な
る
。
韓
愈
が
描
き
出
し
た

人
物
は
、
ど
の
よ
う
に
風
変
わ
り
な
の
か
、
い
か
に
従
来
同
文
学
的

中
で
形
作
ら
れ
て
き
た
人
間
像
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
を

見
る
こ
と
を
通
し
て
韓
愈
の
人
間
観
の
一
端
を
探
っ
て
み
た
い
。
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孟

費目

こ
れ
か
ら
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
韓
愈
の
作
品
の
う
ち
、
「
孟
生

詩
」
「
劉
生
」
の
二
篇
は
い
ず
れ
も
身
辺
に
実
在
し
た
人
物
の
名
前
を

そ
れ
だ
け
で
詩
題
と
し
て
い
る
。
中
国
の
詩
で
人
名
を
そ
の
ま
ま
題

と
す
る
の
は
大
体
が
歴
史
上
の
人
物
に
限
ら
れ
、
周
囲
の
生
身
何
人

聞
の
場
合
は
「
寄
」
「
送
」
「
贈
」
な
ど
、
作
詩
の
状
況
を
説
明
す
る

こ
と
ば
を
伴
な
う
の
が
ふ
つ
う
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
李
自
の
集
に

「
西
施
」
「
王
右
軍
」
な
ど
、
じ
か
に
過
去
の
人
物
的
名
を
題
と
す
る

篇
は
あ
る
が
、
孟
浩
然
的
人
と
な
り
を
う
た
っ
た
作
は
「
贈
孟
浩
然
」

と
題
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
過
去
の
人
物
の
場
合
は
す
で

に
典
型
化
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
名
前
だ
け
で
「
詠
史
」
の
ジ
ャ
ン

ル
に
収
ま
る
の
に
対
し
、
同
時
代
の
人
間
的
場
合
は
「
寄
贈
」
と
か

「
送
別
」
と
か
い
っ
た
ジ
ャ
ン
ル
を
借
り
な
け
れ
ば
、
人
そ
の
も
の

を
主
題
と
す
る
内
容
分
類
が
詩
的
観
念
の
中
に
用
意
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

「
孟
生
詩
」
に
つ
い
て
は
「
送
孟
郊
詩
」
と
題
す
る
テ
キ
ス
ト
も

ム
川
、
「
劉
生
い
に
つ
い
て
も
そ
れ
を
楽
府
題
と
み
な
す
説
も
あ
る
が

(
後
述
)
、
そ
う
し
た
テ
キ
ス
ト
の
異
問
、
解
釈
の
相
違
が
生
じ
て
い

る
の
も
、
生
身
の
人
間
的
名
を
そ
の
ま
ま
題
と
す
る
こ
と
に
対
し
て

異
和
感
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

詩
題
と
い
う
も
の
が
作
者
自
身
内
直
接
的
命
名
で
な
い
可
能
性
を

顧
慮
す
る
と
し
て
も
、
詩
の
本
文
の
方
は
明
ら
か
に
孟
郊
な
り
劉
師

命
な
り
、
韓
愈
の
周
囲
の
人
物
そ
の
も
の
を
主
題
と
し
て
い
る
の
で

あ
っ
て
、
ど
ち
ら
も
従
来
の
内
容
分
類
に
あ
え
て
押
し
こ
め
ば
「
送

別
」
に
属
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
送
別
的
状
況
は
詩
の
末
尾
に
わ

ず
か
に
添
え
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
孟
郊
と
い
う
人
問
、
劉
師
命

と
い
う
人
問
、
そ
れ
を
描
き
出
す
こ
と
に
作
者
の
関
心
が
も
っ
ぱ
ら

注
が
れ
て
い
る
の
は
確
か
だ
。

孟
郊
に
つ
い
て
は
、
「
長
安
交
遊
者
一
首
孟
郊
に
贈
る
」
詩
が
最

も
早
い
時
期
に
繋
年
さ
れ
て
い
る
が
(
貞
元
九
年
)
、
そ
こ
で
は
都
長

安
に
渦
巻
く
人
聞
を
二
つ
の
範
噂
に
分
け
、
自
分
と
孟
郊
と
は
同
じ

部
類
に
属
す
る
人
間
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
詩
に
は
対
立

概
念
が
何
組
も
も
ち
だ
さ
れ
、
詩
中
の
語
を
用
い
て
分
け
れ
ば
「
富
、

高
門
、
笠
苧
、
栄
、
愚
」
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
グ
ル
ー
プ
に
対
峠
す
る

と
こ
ろ
の
、
「
貧
、
陥
室
、
文
史
、
伴
、
賢
」
の
要
素
で
成
り
立
つ
集

団
に
、
韓
愈
と
孟
郊
は
属
す
る
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。

ご
く
初
期
の
詩
で
は
こ
の
よ
う
に
友
人
と
自
分
と
を
同
じ
タ
イ
プ

の
人
間
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
聯
繋
を
強
調
す
る
も
の
が
目
立
つ
。

「
北
極
-
首
李
観
に
贈
る
」
詩
(
貞
元
八
年
)
に
お
い
て
も
、
李

観
と
己
れ
と
を
「
覇
羽
」
「
沈
鱗
」
に
な
ぞ
ら
え
て
、
「
風
雲
一
朝
会

す
れ
ば
、
変
化
し
て
一
身
と
成
ら
ん
」
、
一
心
同
体
と
な
る
希
求
を
語

っ
て
い
る
。

李
観
や
孟
郊
の
中
に
韓
愈
が
同
質
性
を
認
め
た
の
は
、

と
も
に
仕



官
を
果
た
し
て
い
な
い
苦
し
い
境
遇
に
あ
っ
た
こ
と
や
、
古
へ
の
志

向
と
い
う
共
通
の
理
念
を
抱
い
て
い
た
こ
と
が
作
用
し
た
の
で
あ
ろ

う
が
、
心
情
的
に
は
、
「
我
れ
年
二
十
五
に
し
て
、
友
を
求
む
る
に
其

の
人
に
昧
し
。
西
京
町
市
に
哀
歌
し
、
乃
ち
夫
子
と
親
し
む
」
(
「
北
極

一
首
贈
李
観
」
)
、
長
安
に
出
て
き
て
ほ
ど
な
い
韓
愈
の
孤
立
し
た
思

い
が
、
こ
の
仲
間
意
識
、
一
体
感
に
駆
り
た
て
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

李
観
は
早
く
没
し
た
た
め
に
交
遊
は
そ
こ
で
終
結
す
る
が
、
孟
郊

創
に
対
す
る
態
度
は
や
が
て
己
れ
と
の
異
質
性
を
認
め
、
己
れ
と
異
質

川
で
あ
る
が
ゆ
え
に
一
層
敬
愛
を
深
め
て
い
〈
と
い
う
方
向
に
変
化
し

パ
て
い
く
。
そ
れ
を
端
的
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
は
「
酔
い
て
東
野
を

寸

A
7》

つ
留
む
」
詩
(
貞
元
十
四
年
)
で
あ
っ
て
、

め

5
東
野
不
得
官
東
野
官
を
得
ず

伽

6
白
首
誇
龍
鑓
白
首
龍
鍾
を
誇
る

川

7
韓
子
柑
姦
慰
韓
子
は
盟
、
姦
貼

の

8
自
暫
青
嵩
情
長
松
自
ら
舷
ず
青
首
の
長
松
に
侍
る
を

=
一
と
、
孟
郊
に
較
べ
た
ら
小
賢
し
く
、
現
実
へ
の
適
応
力
を
備
え
た

この
自
分
を
対
比
し
て
い
る
。
韓
愈
自
身
も
そ
の
一
生
の
官
人
生
活
を
た

岬
ど
っ
て
み
れ
ば
、
不
器
用
な
文
人
的
例
に
漏
れ
な
い
が
、
し
か
し
後

一
一
年
の
「
児
に
示
す
叶
ぜ
(
一
元
和
十
年
)
に
に
じ
み
出
て
い
る
よ
う
な
升

措
栄
の
満
足
感
は
、
た
と
え
孟
郊
が
同
じ
官
位
に
達
し
た
と
し
て
も
(
そ

ナ駒

れ
を
仮
定
し
て
み
る
こ
と
す
ら
困
難
で
あ
る
が
)
、
孟
郊
の
口
か
ら
聞

か
れ
る
こ
と
は
ま
ず
考
え
ら
れ
な
い
。
「
孟
郊
に
答
う
」
詩
(
貞
元
十

41 

四
年
)
が
あ
ざ
や
か
に
描
き
出
し
て
い
る
よ
う
な
孟
郊
の
天
生
の
詩

人
的
資
質
、
そ
こ
に
韓
愈
は
己
れ
と
は
異
な
る
孟
郊
の
人
聞
を
見
て

い
た
の
だ
。

「
孟
生
詩
」
は
貞
元
九
年
、
徐
州
の
張
建
封
の
も
と
へ
身
を
寄
せ

る
孟
郊
を
送
る
詩
で
あ
る
が
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
送
別
の
意
よ

り
も
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
孟
郊
の
不
遇
を
通
じ
て
そ
の
人
と
な
り

を
映
し
出
す
こ
と
に
力
が
注
が
れ
て
い
る
。
五
言
五
十
四
句
に
わ
た

る
詩
的
前
半
を
引
こ
う
。

1
孟
生
江
海
士

2
古
貌
又
古
心

3
嘗
説
古
人
書

4
謂
言
古
猶
今

5
作
詩
三
百
首

6
官
黙
戚
池
音

7
騎
越
到
京
国

B
欲
和
穂
風
琴

9
室
識
天
子
居

叩
九
重
鯵
沈
沈

日
一
門
百
夫
守

ロ
無
籍
不
可
尋

日
目
間
光
被
相
射

M
旗
戟
翻
以
森

回
避
延
乍
矧
走

孟
生
は
江
海
の
士

古
貌
又
た
古
心

嘗
て
古
人
の
書
を
読
み
て

調
い
て
言
、
っ
古
も
猶
お
今
の
ご
と
し
と

詩
を
作
る
こ
と
三
百
首

官
黙
た
り
威
池
内
音

越
に
騎
り
て
京
国
に
到
り

蕪
風
向
琴
に
和
せ
ん
と
欲
す

宣
に
識
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

選旗品籍
延戟光無
とく
し刷蕩 ん
てととは?
乍しし尋
ちててぬ
に以相可
抑てい か

き森射ーら
定Iたしず
げり
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日
驚
怪
牒
自
任

口
挙
頭
看
白
日

目
泣
梯
下
宿
襟

目
端
来
遊
公
卿

初
莫
肯
低
華
替

幻
諒
非
軒
見
族

幻
応
対
多
差
参

お
揮
蓬
風
波
急

処
桑
撤
回
月
侵

お
奈
伺
従
進
士

お
比
路
転
岨
援

此奈ピ桑捧応諒肯掲泣 jjj 鷲
の何l検蓬対にて来 i弟をき
路ぞ 軒華し下挙怪話
転2i盤日風差抱轡てりげり
た土月波参のを公ててて
唖に侵君、た族低た卿襟白白
星正従すなるにるにを自ら
なう りこ非る遊穏を任た
る とぎこぶす看う

多れとも て る
しぱ英 廓α

L L 

孟
郊
は
世
俗
的
秩
序
、
価
値
、
拘
束
が
及
ば
な
い
速
い
世
界
に
住

む
人
で
あ
る
。
容
貌
も
精
神
も
古
え
の
人
そ
の
ま
ま
だ
。
「
古
」
は
い

う
ま
で
も
な
く
、
韓
愈
が
拠
り
所
と
し
、
標
楊
し
た
観
念
で
あ
る
け

れ
ど
も
、
こ
の
詩
で
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
「
古
い
に
は
、
韓
愈
が
ふ

だ
ん
主
張
し
て
い
る
よ
う
な
価
値
的
な
面
は
稀
薄
に
な
っ
て
い
る
よ

う
に
み
え
る
。
「
古
」
に
心
身
と
も
に
同
化
し
て
い
る
孟
郊
を
肯
定
し

て
い
る
に
は
ち
が
い
な
い
も
の
の
、
「
古
」
へ
の
没
入
ゆ
え
に
生
じ
て

し
ま
っ
た
当
世
と
の
異
和
感
の
方
が
強
調
さ
れ
、
ち
ぐ
は
ぐ
な
あ
り
さ

ま
が
も
た
ら
す
お
か
し
き
を
帯
び
て
い
る
。
「
古
心
」
の
み
な
ら
ず
、

容
貌
に
ま
で
言
及
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
、
そ
れ
は
う
か
が
え
る
で

あ
ろ
う
。

古
人
的
書
物
を
読
ん
で
、
古
も
今
も
違
い
は
な
い
と
す
る
認
識
は
、

韓
愈
自
身
の
当
時
の
認
識
で
も
あ
っ
た
は
ず
で
、
た
と
え
ば
「
出
門
」

詩
(
貞
元
二
年
)
の
、
「
古
人
己
に
死
す
と
錐
も
、
書
の
上
に
遺
辞
有

り
。
巻
を
聞
き
て
読
み
且
つ
想
え
ば
、
千
載
も
相
い
期
す
る
が
若
し
」

と
い
う
の
は
、
「
嘗
読
古
人
書
、
調
言
古
猶
今
」
と
同
じ
こ
と
を
い
っ

て
い
る
の
だ
が
、
し
か
し
こ
こ
で
は
そ
の
認
識
を
主
張
し
て
い
る
の

で
は
な
く
、
時
代
錯
誤
に
浸
り
き
っ
て
本
人
は
そ
れ
を
自
覚
し
て
い

な
い
様
態
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

今
も
昔
と
変
わ
り
は
な
い
と
思
い
こ
ん
だ
錯
誤
を
さ
ら
に
具
体
的

に
叙
述
し
て
み
せ
て
い
る
の
が
次
内
部
分
で
あ
る
。
『
詩
経
』
に
も
か

な
う
三
百
篇
の
作
品
、
そ
れ
は
発
の
世
的
音
楽
を
恩
わ
せ
る
深
遠
な

も
の
。
孟
郊
の
詩
は
古
、
え
の
世
の
文
学
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
そ
れ
を

携
え
て
騒
馬
町
背
に
跨
っ
て
都
に
上
っ
て
き
た
の
は
、
宮
中
に
奏
せ

ら
れ
て
い
る
は
ず
の
舜
の
曲
に
唱
和
す
る
つ
も
り
な
の
だ
。
と
こ
ろ

が
宮
廷
は
厳
重
に
警
備
さ
れ
て
い
て
、
と
り
つ
く
し
ま
も
な
い
。
そ

の
拒
絶
の
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
す
ら
で
き
ず
、
孟
郊
は
途
方
に
く

れ
て
し
ま
う
。

(
5
M
)

こ
の
一
段
が
指
し
て
い
る
実
際
の
こ
と
が
ら
は
、
孟
郊
の
進
士
応

挙
と
そ
の
失
敗
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
を
直
接
述
べ
ず
に
、
宮
廷
に

の
こ
の
こ
出
か
け
て
い
っ
て
門
前
払
い
を
食
ら
わ
さ
れ
た
と
い
う
か

た
ち
で
表
現
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
注
目
し
た
い
。
同
じ
挫
折
を
韓
愈

も
経
験
し
た
わ
け
で
あ
り
、
博
学
宏
辞
科
に
何
度
も
失
敗
し
た
苦
渋



は
あ
ち
こ
ち
で
吐
露
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
で
は
孟
郊

の
下
第
を
こ
の
よ
う
に
潤
色
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

J
口
」
の
正
当
性

の
主
張
、
そ
れ
を
許
容
し
な
い
当
世
に
対
す
る
批
判
と
い
っ
た
色
合

い
は
薄
れ
、
か
わ
り
に
鮮
明
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
は
、
な
ん
と

も
よ
ぎ
ま
で
不
器
用
な
時
代
錯
誤
者
の
姿
で
あ
る
。
念
を
押
せ
ば
、
韓

愈
は
そ
う
し
た
孟
郊
を
明
笑
し
て
い
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
が
、

孟
郊
の
失
態
を
距
離
を
隔
て
て
眺
め
、
そ
の
み
じ
め
な
姿
に
肉
付
け

創
し
、
あ
え
て
い
え
ば
戯
固
化
し
て
描
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

川
応
科
に
失
敗
し
た
孟
郊
は
、
次
の
準
備
の
た
め
に
都
の
権
勢
家
と
交

引
際
を
結
ば
ね
ば
な
ら
な
い
。
が
、
頭
を
下
げ
る
こ
と
も
で
き
ず
、
上
流

っ
階
級
な
ら
ぬ
身
に
は
な
め
ら
か
な
応
対
も
む
ず
か
し
い
。

(
m
m
)

め
容
赦
な
く
年
は
と
っ
て
い
き
、
さ
す
ら
い
の
身
は
い
よ
い
よ
辛
く
、

制
進
士
の
夢
は
困
難
に
な
る
一
方
だ
。
(
お
お
)

一
川
幻
異
質
忌
処
群
異
質
群
に
処
る
を
忌
ま
れ

の
お
孤
芳
難
寄
林
孤
芳
林
に
寄
り
難
し

一二三
こ
の
二
匂
に
集
約
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
詩
は
孟
郊
と
い
う

の
人
間
の
、
人
聞
の
集
合
的
中
で
孤
立
せ
ざ
る
を
え
な
い
特
異
な
人
格

付
を
際
立
た
せ
る
。
以
下
、
詩
的
後
半
は
そ
の
数
少
な
い
理
解
者
で
あ

晴
る
韓
愈
と
の
交
遊
に
触
れ
、
張
建
封
の
も
と
へ
赴
く
こ
と
を
勧
的
、

輸
孟
郊
を
鼓
舞
し
て
見
送
る
と
こ
ろ
で
結
ば
れ
て
い
る
。

一
人
の
す
ぐ
れ
た
人
聞
が
そ
れ
ゆ
え
に
彼
を
取
り
囲
む
集
団
か
ら

qd 
4

疏
外
さ
れ
る
、
個
人
と
世
間
と
の
排
斥
の
構
図
は
、
つ
と
に
『
楚
辞
』

以
来
、
中
国
の
文
学
の
動
機
的
一
つ
で
あ
り
、
美
玉
を
抱
き
な
が
ら

認
め
ら
れ
ぬ
、
あ
る
い
は
疎
ま
れ
る
人
士
の
嘘
き
は
繰
り
返
し
語
ら

れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
し
て
こ
の
詩
も
基
本
的
に
は

そ
の
結
構
内
上
に
重
な
る
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
従
来
の
そ
う
し

た
類
型
と
趣
き
を
異
に
し
て
い
る
の
は
、
世
か
ら
は
じ
き
出
さ
れ
た

人
間
的
内
部
か
ら
そ
の
恨
み
を
発
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
う
し

た
人
聞
の
世
に
お
け
る
姿
を
客
体
化
し
て
眺
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
同
情
者
に
は
違
い
な
い
韓
愈
が
、
こ
こ
で
は
日
頃
の
彼
自
身
内

主
張
を
控
え
て
、
困
惑
す
る
孟
郊
を
包
容
し
、
慰
撫
す
る
立
場
に
ま

わ
っ
て
い
る
。
韓
愈
自
身
が
含
ん
で
い
た
特
性
を
更
に
一
極
端
な
か
た

ち
で
体
現
し
て
い
た
孟
郊
と
い
う
人
聞
を
前
に
し
て
、
韓
愈
の
方
は

た
だ
孟
郊
を
理
解
す
る
だ
け
で
自
己
主
張
は
し
な
い
。
ま
っ
と
う
な

人
聞
に
な
り
す
ま
し
た
韓
愈
を
配
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
孟
郊
の

奇
態
な
人
格
が
一
層
く
っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
る
こ
と
に
な
る
。
す

な
わ
ち
こ
の
詩
の
主
眼
は
、
「
古
」
を
主
張
す
る
こ
と
や
、
不
遇
の
感

慨
を
う
た
う
こ
と
で
は
な
く
、
「
古
」
と
同
化
し
た
た
め
に
今
町
世
と

阻
舗
を
き
た
し
た
一
人
の
人
聞
の
姿
を
描
出
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ

う
し
た
人
聞
の
あ
り
さ
ま
を
形
象
化
す
る
の
に
み
ご
と
な
効
果
を
発

揮
し
て
い
る
表
現
が
、
越
馬
に
跨
っ
て
都
へ
上
り
、
宮
門
で
撃
退
さ

れ
る
と
い
う
韓
愈
の
潤
色
で
あ
っ
た
。

描
き
出
さ
れ
た
孟
郊
の
姿
が
滑
稽
味
を
帯
ぴ
て
み
え
る
の
は
、
作

者
が
孟
郊
の
内
部
か
ら
離
れ
て
、
世
間
通
行
の
尺
度
に
合
わ
な
い
男



4

の
よ
ざ
ま
な
さ
ま
を
世
間
の
立
場
に
近
づ
い
た
所
か
ら
見
る
こ
と
に

4
 よ

っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。
も
し
孟
郊
と
一
体
化
し
て
い
た
ら
、

そ
の
ゆ
と
り
は
生
じ
な
い
。
こ
こ
に
韓
愈
の
文
学
を
特
徴
づ
け
る
要

素
が
う
か
が
え
る
と
思
う
。
韓
愈
が
詩
文
の
中
で
繰
り
返
し
て
い
る

主
張
、
そ
の
主
張
だ
け
を
抜
き
出
し
て
「
思
想
家
」
と
し
て
固
定
し

て
し
ま
う
こ
と
は
、
韓
愈
の
文
学
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
最
も
重
要

を
要
素
を
見
逃
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
孟
郊
の
抱
い
て
い
た
の

は
韓
愈
と
同
じ
志
向
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
か
ら
自
在

に
距
離
を
と
っ
て
眺
め
る
こ
と
が
で
き
る
、
囚
わ
れ
な
い
精
神
的
躍

動
こ
そ
緯
愈
独
自
の
、
余
人
に
は
み
ら
れ
な
い
も
の
な
の
だ
。

客
体
化
さ
れ
た
孟
郊
の
理
念
は
韓
愈
自
身
の
も
の
で
も
あ
っ
た
し
、

そ
の
た
め
に
世
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
状
況
も
同
じ
で
あ
っ
た
か
ら
、

孟
郊
を
戯
固
化
す
る
こ
と
は
韓
愈
自
身
を
戯
固
化
す
る
こ
と
に
も
な

る
。
斡
愈
は
己
れ
自
身
内
中
に
あ
る
も
の
を
増
幅
拡
大
し
て
孟
郊
を

作
り
あ
げ
、
そ
れ
を
対
象
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
孟
郊
の
戯
画
化

が
滑
稽
感
を
漂
わ
せ
て
も
冷
た
い
噸
笑
に
は
な
ら
ず
、
ど
こ
か
暖
か

み
が
こ
も
っ
て
い
る
こ
と
は
、
緯
愈
の
自
己
を
戯
固
化
し
た
何
篇
か

の
詩
が
自
瑚
、
自
虐
に
は
至
ら
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
。

更
に
言
え
ば
、
こ
の
よ
う
に
し
て
描
き
出
さ
れ
た
孟
郊
像
は
韓
愈

自
身
の
姿
を
色
濃
く
投
影
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
我
々
が
孟
郊
の

作
品
を
通
し
て
抱
く
孟
郊
像
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
て
い
な
い
。
こ

の
詩
の
中
の
孟
郊
は
自
分
の
考
え
て
い
た
こ
と
と
周
囲
内
世
間
と
が

組
館
し
た
こ
と
に
当
惑
し
、
唆
嘆
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
自
分
自
身

の
内
部
で
は
自
己
の
信
念
に
何
の
疑
い
も
も
た
ず
、
安
定
し
て
い
る

よ
う
に
み
え
る
。
破
綻
は
世
と
の
接
触
に
よ
っ
て
の
み
生
じ
、
信
念

自
体
は
揺
る
が
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
う
思
い
こ
ん
で
迷
わ
な
い

時
代
錯
誤
者
向
人
間
像
が
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
楽
天
的

と
ま
で
い
え
る
自
己
信
頼
の
安
定
感
は
、
孟
郊
で
は
な
く
、
む
し
ろ

韓
愈
の
も
の
だ
。
孟
郊
自
身
の
詩
で
は
、
世
閉
か
ら
拒
絶
さ
れ
た
痛

み
を
ひ
た
宇
ら
と
ぎ
す
ま
し
、
あ
た
か
も
世
界
全
体
か
ら
拒
否
さ
れ

た
ご
と
く
、
形
而
上
的
な
レ
ベ
ル
に
ま
で
高
め
て
、
そ
の
怨
嵯
を
繰

り
返
し
う
た
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
単
に
自
分
が
周
囲
か
ら
疏
外
さ
れ

て
い
る
と
い
う
悲
哀
に
と
ど
ま
ら
ず
、
彼
を
取
り
巻
く
人
問
、
長
安

の
町
全
体
、
そ
し
て
更
に
世
界
そ
の
も
の
の
邪
悪
な
意
志
に
よ
っ
て

自
分
が
危
害
を
加
え
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
な
、
っ
き
つ
め
た
危
機

感
が
孟
郊
の
詩
に
は
充
満
し
て
い
る
。
韓
愈
の
筆
が
孟
郊
を
戯
画
化

し
つ
つ
、
そ
こ
に
暖
か
み
を
帯
ぴ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
孟
郊
は
自

己
を
容
体
化
し
で
も
、
そ
れ
は
自
己
戯
画
化
と
い
う
よ
り
自
虐
の
様

相
を
伴
な
い
、
冷
た
く
暗
い
笑
い
が
底
に
響
い
て
い
る
。
世
間
に
容

れ
ら
れ
な
い
と
い
う
同
一
の
事
態
に
も
と
づ
き
な
が
ら
、
被
害
者
と

し
て
の
意
識
を
い
ち
ず
に
尖
鋭
に
し
、
内
閲
し
て
い
く
孟
郊
と
、
こ

の
詩
の
よ
う
に
ゆ
と
り
を
も
っ
て
現
実
を
再
構
成
す
る
韓
愈
と
の
違

い
は
、
両
者
の
資
質
的
相
違
を
は
っ
き
り
示
し
て
い
る
。



虚

全

「
虚
全
に
寄
す
」
詩
は
元
和
六
年
、
韓
愈
が
河
南
令
で
あ
っ
た
時
、

A
じ
く
洛
陽
に
住
む
虚
全
の
日
常
生
活
、
そ
こ
に
生
じ
た
小
さ
な
事

件
を
述
べ
な
が
ら
、
慮
全
の
人
と
な
り
を
街
徽
と
さ
せ
た
作
で
あ
る
。

七
一
膏
六
十
六
句
の
全
部
を
引
く
紙
数
が
な
い
が
、
詩
は
慮
全
の
赤
貧

生
活
か
ら
説
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
。

合

l
玉
川
先
生
格
城
裏

2
破
屋
数
間
而
己
失

2
 

玉
川
先
生
洛
城
内
裏

H

破
屋
数
聞
な
る
市
己
失

引
い
慮
企
の
こ
と
を
「
玉
川
先
生
」
と
称
し
て
い
る
の
は
、
韓
愈
の
慮
企

つ
に
対
す
る
関
係
を
示
す
の
で
は
な
く
、
詩
中
の
登
場
人
物
と
し
て
容

的
体
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
詩
の
中
で
人
は
み
な
あ
だ
な
を
も
っ

附
て
呼
ば
れ
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
実
か
ら
離
れ
た
、
一
種
仮

胤
構
の
世
界
を
構
成
し
て
い
る
。
現
実
と
の
聞
に
膜
を
隔
て
る
こ
の
手

の
法
は
、
の
ち
に
見
て
い
く
こ
の
詩
の
滑
稽
感
を
生
じ
さ
せ
る
の
を
助

一
-
一
'

-
一
け
て
い
る
。

明
「
玉
川
先
生
」
と
い
う
い
か
め
し
い
呼
称
で
登
場
し
た
人
物
に
「
破

即
屋
数
間
」
の
句
が
続
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
異
質
の
も
の
同
士
が
結
合

一
一
し
た
お
か
し
き
が
ま
ず
生
じ
る
。
そ
の
お
か
し
き
ゆ
え
に
、
こ
の
詩

臓
の
中
に
あ
っ
て
貧
窮
は
嵯
嘆
す
べ
き
い
ま
わ
し
い
も
の
と
す
る
深
刻

き
が
薄
ら
い
で
い
る
。

住
ま
い
に
続
い
て
、

45 

こ
れ
も
生
活
水
準
の
指
標
と
な
る
使
用
人
は

ど
、
っ
か
。

3
一
奴
長
毅
不
裏
頭
一
奴
は
長
毅
に
し
て
頭
を
裏
ま
ず

4

一
枠
赤
脚
老
無
歯
一
枠
は
赤
脚
に
し
て
老
い
て
歯
無
L

た
っ
た
二
人
、
そ
の
二
人
と
も
ま
と
も
で
は
な
い
。
身
な
り
か
ま

わ
ぬ
下
男
は
、
朴
訊
で
気
も
き
き
そ
う
に
な
く
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く

こ
の
家
の
主
人
に
似
つ
か
わ
し
い
も
の
な
の
だ
ろ
う
と
、
読
者
に
予

想
さ
せ
る
。
老
稗
の
方
も
他
の
屋
敷
で
は
雇
わ
れ
そ
う
に
な
い
見
苦

し
き
。
庫
家
の
貧
窮
を
伝
え
る
に
は
ち
が
い
な
い
が
、
こ
の
二
句
も

前
か
ら
引
き
続
い
て
、
悲
惨
さ
よ
り
滑
稽
味
を
帯
び
て
い
る
。

わ
ず
か
二
人
の
奴
稗
が
仕
え
る
の
は
大
家
族
。

辛
勤
し
て
奉
養
す
十
余
人

上
に
は
慈
親
有
り
下
は
妻
子
あ
り

5
辛
勤
奉
養
十
余
人

6
上
有
慈
親
下
妻
子

扶
養
家
族
の
多
さ
も
貧
し
さ
を
増
大
さ
せ
る
事
態
で
は
あ
る
が
、

一
家
の
喧
騒
が
聞
こ
え
て
く
る
か
の
よ
う
だ
。

こ
う
い
う
暮
ら
し
の
中
で
、
主
人
は
い
か
に
生
き
て
い
る
か
と
い

え
ば
、7

先
生
結
髪
僧
俗
徒
先
生
は
結
髪
よ
り
俗
徒
を
憎
み

自
閉
門
不
出
動
一
紀
門
を
閉
ざ
し
て
出
で
ざ
る
こ
と
飢
も
す
れ
ば
一
紀

反
俗
は
中
国
土
大
夫
の
精
神
の
系
譜
の
一
つ
で
あ
る
が
、
そ
れ
は

ム
?
フ
世
俗
に
対
す
る
蔑
視
と
、
己
れ
の
内
な
る
価
値
の
確
認
と
を

表
裏
と
し
て
い
る
も
の
で
、
反
俗
の
態
度
を
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

自
身
は
内
面
に
安
住
で
き
る
世
界
を
保
障
さ
れ
も
す
る
も
の
だ
。
し



6
か
し
慮
全
の
場
合
は
、
内
的
安
定
的
菌
よ
り
も
、
世
間
に
対
す
る
憎

4
 悪

が
先
に
立
ち
、
ひ
た
す
ら
攻
撃
的
で
あ
る
か
に
み
え
る
。
そ
れ
は

一
度
世
に
出
て
挫
折
を
味
わ
っ
て
か
ら
の
も
の
で
は
な
く
、
「
結
髪
よ

り
」
、
ほ
と
ん
ど
生
得
的
な
彼
向
性
癖
で
あ
っ
た
と
い
う
。

門
町
内
側
に
閉
じ
こ
も
る
こ
と
は
反
俗
の
徒
の
形
態
で
あ
る
が
、

た
と
え
ば
同
時
代
を
生
き
た
白
居
易
が
、

一
物
有
可
適

万
緑
都
若
遺

設
如
宅
門
外

有
事
吾
不
知

一
物
荷
も
適
う
可
け
ん
ば

万
縁
紋
て
遺
つ
る
若
し

設
し
宅
門
内
外
的
如
き
は

事
有
る
も
吾
れ
知
ら
ず

(
「
春
に
新
居
を
葺
く
」
詩
)

と
、
門
の
内
側
の
世
界
に
自
足
し
、

い
と
い
い
、

そ
の
外
の
こ
と
は
関
与
し
な

風
竹
松
煙
昼
掩
関

意
中
長
似
在
深
山

風
竹
松
煙
昼
に
も
関
を
掩
い

意
中
は
長
え
に
深
山
に
在
る
に
似
た
り

(
「
長
安
閑
居
」
詩
)

な
ど
の
よ
う
に
、
門
と
い
う
も
の
で
外
界
と
内
部
と
を
区
切
り
、

「
門
を
閉
ず
」
る
こ
と
に
よ
っ
て
内
側
の
世
界
で
閑
暇
自
適
の
境
地

を
享
受
し
て
い
る
の
を
思
い
起
こ
せ
ば
、
虚
全
の
内
閉
は
外
へ
の
憎

悪
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
捌
け
口
の
な
い
ま
ま
内
に
禍
を
巻
い
て
い
る
よ

う
な
、
精
神
の
安
定
と
は
ほ
ど
遠
い
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
そ
の
た

め
に
詩
の
後
半
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
外
部
と
の
悶
着
が
、
時
明
細

な
こ
と
を
契
機
と
し
て
噴
出
す
る
の
で
あ
る
。

外
に
出
な
い
か
ら
生
活
は
い
よ
い
よ
苦
し
く
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

3

2

 

9
至
令
郷
僧
乞
米
送
郷
僧
を
し
て
米
を
乞
え
一
て
送
ら
し
む
る
に
至
り

て
は

僕
は
県
予
を
添
く
し
て
能
く
恥
じ
ざ
ら
ん
や

俸
銭
供
給
す
公
私
的
余

時
に
薄
少
を
致
し
て
祭
肥
を
助
く

日
僕
恭
県
予
能
不
恥

日
俸
銭
供
給
公
私
余

ロ
時
致
薄
少
助
祭
肥

布
施
を
受
け
る
立
場
に
あ
る
は
ず
の
坊
さ
ん
ま
で
が
見
る
に
見
か

ね
て
恵
ん
で
い
る
と
い
う
の
で
は
、
県
令
を
お
お
せ
っ
か
っ
て
い
る

私
、
為
政
者
に
連
な
る
も
の
と
し
て
恥
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
そ

こ
で
韓
愈
も
給
与
の
一
部
で
も
っ
て
援
助
す
る
が
、
虚
全
の
極
貧
に

対
処
す
る
韓
愈
の
時
長
に
は
精
彩
が
乏
し
い
。
ほ
ど
ほ
ど
に
善
良
な

官
と
し
て
振
舞
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
詩
全
体
を
過
し
て
韓

愈
は
そ
の
立
場
を
越
え
る
こ
と
は
な
く
、
平
凡
な
韓
愈
が
配
置
さ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
俗
を
拒
絶
す
る
虚
全
の
人
聞
が
浮
き
彫
り
に

さ
れ
る
。

日
勧
参
留
守
謁
大
F

U
言
語
綾
及
概
掩
耳

言 留
語守
縫キに
か 参
にり
及大
ベ 手
1;1:に
軒[謁
ちせ
耳ょ
をと
掩勧
うむ

る
も

競
職
活
動
を
勧
め
よ
う
と
一
言
口
に
し
た
と
た
ん
、
彼
は
耳
を
ふ

さ
い
で
し
ま
う
。
そ
の
大
袈
裟
な
拒
絶
の
態
度
に
も
、
虚
全
の
反
俗

が
物
静
か
な
隠
棲
で
は
な
く
、
憎
悪
を
む
き
だ
し
に
し
た
世
俗
へ
の

拒
否
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
虚
全
が
許
由
の
後
再
開
で
あ



る
の
に
対
し
て
、
地
方
長
官
た
ち
へ
の
面
会
を
助
言
す
る
韓
愈
は
、
こ

こ
で
も
い
た
っ
て
常
識
的
な
生
活
者
と
し
て
の
姿
を
呈
し
て
い
る
。

虚
全
の
よ
う
な
隠
棲
者
が
ま
わ
り
に
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

合)

日
水
北
山
人
得
名
声

日
去
年
去
作
幕
下
士

げ
水
南
山
人
又
継
往

日
鞍
馬
僕
従
塞
間
里

日
少
室
山
人
索
価
高

m両
以
諌
官
徴
不
起

幻
彼
皆
刺
口
論
世
事

包
有
力
未
免
遭
駆
使

お
先
生
事
業
不
可
量

判
的
惟
用
法
律
自
縄
己

惟先力彼両生少鞍水去水
だ 生 有 は た 室馬南年北
法的り皆ぴ山侠山去山
律事てな諌人従人つ人
を業未口官 又て
用川まだにを価 l間 た 幕 名
つ 畳 駆 刺 持 以 を里継下声
てる{車して索をぎのを
自可せて徴む 塞て土得
ずから世せる ぐ往とて
からる事どこ き作な
らずるをもと る
己 を論超高
れ 免ずた〈
をれず
縄自 ず
す

てつめ歩
M

俗
本胤

「
水
北
山
人
」
「
水
南
山
人
」
「
少
室
山
人
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の

刊
一
が
、
石
洪
、
温
造
、
李
励
と
い
う
人
た
ち
を
指
し
て
い
る
こ
と
を
注

一
一
釈
は
教
え
る
が
、
慮
全
を
「
玉
川
先
生
」
と
称
す
る
の
と
同
じ
く
、

何
詩
の
均
質
な
空
間
を
作
り
だ
す
の
に
機
能
し
て
い
る
。
彼
ら
は
墜
告

の
と
し
て
称
き
れ
な
が
ら
も
、
早
晩
官
途
に
就
く
。
し
か
し
虚
全
の
閉

一
向
居
は
終
南
町
捷
径
で
は
な
い
。

附
閉
ざ
さ
れ
た
門
の
内
側
で
慮
全
は
何
を
し
て
い
る
の
か
と
い
え
ば
、

47 

お
春
秋
三
伝
束
高
閣

お
独
抱
遺
経
究
終
始

春
秋
三
伝
高
悶
に
束
ね

独
り
遺
経
を
抱
き
て
終
始
を
究
む

幻
往
年
弄
筆
瑚
同
異

お
怪
辞
驚
衆
誘
不
巳

m
臼
近
来
自
説
尋
坦
塗

ω猶
上
虚
空
跨
緑
騎

猶近怪往
お来辞年
虚 自は 筆
空 ず 衆 を
に か を 弄
上ら驚し
つ説"かて
てうし同
緑坦て異
騎塗誘を
にをり P朝
跨尋己申り
るぬま

とず

こ
の
時
期
的
春
秋
学
は
峡
助
、
越
匡
、
そ
し
て
そ
れ
を
継
ぐ
陸
淳

ら
に
よ
っ
て
、
三
伝
か
ら
離
れ
て
直
接
に
『
春
秋
』
経
を
解
釈
し
よ

う
と
す
る
気
運
が
高
ま
り
、
そ
れ
が
柳
宗
元
の
思
想
形
成
に
も
影
響

を
与
え
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
こ
こ
で
は
当
時
の
そ
う
し

た
風
潮
に
は
触
れ
ず
、
あ
た
か
も
慮
全
が
独
自
に
異
端
の
学
に
打
ち

こ
ん
で
い
る
か
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

経
学
が
奇
異
に
偏
っ
て
い
た
の
と
と
も
に
、
文
学
も
奇
怪
で
あ
っ

た
。
本
人
は
抑
制
し
て
い
る
つ
も
り
で
も
な
お
逸
脱
甚
し
い
、
と
い

う
か
た
ち
で
奇
怪
よ
り
を
強
調
す
る
の
は
、
韓
愈
の
「
司
門
虚
四
兄

【ね】

雲
夫
院
長
の
望
秋
の
作
に
酬
ゆ
」
詩
(
元
和
六
年
)
の
中
で
も
虚
汀

に
対
し
て
「
望
秋
の
一
章
は
巳
だ
驚
絶
、
猶
お
言
、
っ
低
抑
し
て
誘
識

を
避
く
と
」
と
、
似
た
言
い
回
し
が
み
え
る
。
そ
こ
に
も
あ
る
よ
う

に
、
彼
ら
の
「
怪
辞
」
「
驚
絶
」
は
「
誘
不
巳
」
「
誘
説
」
、
周
囲
か
ら

非
難
を
被
る
も
の
で
あ
っ
た
。
経
学
に
お
い
て
も
文
学
に
お
い
て
も
、

虚
全
は
当
時
め
正
統
に
対
立
す
る
と
こ
ろ
に
位
置
し
て
い
た
こ
と
が

示
さ
れ
る
。
し
か
し
実
は
そ
れ
は
虚
全
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
か
っ

た
。
韓
愈
を
中
心
と
宇
る
文
人
た
ち
は
文
学
を
構
成
す
る
あ
ら
ゆ
る

レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
の
か
た
ち
を
破
ろ
う
と
す
る
試
み
に



自
は
な
は
だ
熱
心
で
あ
っ
た
。
慮
全
も
そ
う
し
た
傾
向
を
も
っ
グ
ル
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プ
の
一
人
で
あ
り
、
そ
の
立
場
は
韓
愈
と
共
通
し
て
い
た
は
ず
だ
が
、

し
か
し
こ
の
詩
の
中
で
は
韓
愈
は
虚
全
の
「
怪
辞
」
に
驚
く
人
々
の

側
に
ま
わ
っ
て
い
る
。
自
分
を
伏
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
慮
全
の
奇
矯

な
文
学
を
際
立
た
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
奇
矯
の
発
揚

が
「
猶
お
虚
空
に
上
っ
て
緑
関
に
跨
が
る
」
、
地
上
の
拘
束
か
ら
免
れ

て
天
空
を
自
在
に
疾
駆
す
る
イ
メ
ー
ジ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、

韓
愈
自
身
内
目
指
し
た
文
学
的
理
想
の
姿
を
あ
ら
わ
し
て
い
よ
う
。

学
問
、
文
学
に
お
け
る
慮
企
の
奇
矯
な
あ
り
さ
ま
は
、
こ
の
詩
全

体
で
描
か
れ
て
い
る
虚
全
の
人
間
の
奇
矯
ぶ
り
を
示
す
一
端
と
し
て

挿
入
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
文
の
奇
怪
さ
と
人
の

奇
怪
さ
と
は
連
続
す
る
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。
後
の
時
代
、

た
と
え
ば
元
代
江
南
の
文
人
の
聞
で
、
奇
怪
な
ふ
る
ま
い
も
文
人
と

し
て
の
特
異
な
表
現
活
動
の
一
部
と
す
る
風
潮
が
生
じ
た
よ
う
に
は

一
般
に
浸
透
し
て
い
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
韓
門
に
属
す

る
皇
甫
淀
や
劉
叉
に
つ
い
て
の
奇
人
よ
り
が
さ
ま
ざ
ま
な
話
柄
を
生

ん
で
い
る
こ
と
は
、
や
は
り
文
の
奇
と
人
の
寄
と
が
相
関
す
る
も
の

と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
の
反
映
で
あ
ろ
う
。
但
し
韓
愈
自
身
的
記

し
て
い
る
も
の
に
限
れ
ば
必
ず
し
も
常
に
そ
う
で
あ
る
わ
け
で
は
な

く
、
た
と
え
ば
極
端
に
逸
脱
し
た
表
現
に
よ
っ
て
記
憶
さ
れ
て
い
る

焚
宗
師
に
つ
い
て
、
そ
の
人
と
な
り
に
関
し
て
は
む
し
ろ
穏
や
か
な
面

だ
け
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
(
「
南
陽
奨
紹
述
墓
誌
銘
」
)

以
下
、
虚
全
が
独
自
の
生
き
方
を
貫
い
て
い
る
こ
と
へ
の
賞
讃
が

連
ね
ら
れ
て
い
る
が
、
詩
の
後
半
は
慮
全
の
身
近
に
生
じ
た
一
つ
の

事
件
を
記
し
て
い
る
。

刊
日
咋
晩
長
毅
来
下
状

叫
隔
臓
悪
少
悪
難
似

必
毎
騎
屋
山
下
窺
岡

《
ほ
川
】

日
明
叩
舎
時
伯
走
折
枇

円
引
滋
依
婚
構
欺
官
吏

必
不
信
令
行
能
禁
止

岨
先
生
受
屈
未
曲
目
語

印
忽
此
来
告
良
有
以

日
嵯
我
身
為
赤
県
令

臼
操
権
不
用
欲
何
侠

日
立
百
賊
曹
呼
伍
伯

日
尽
取
鼠
殻
F
諸
市

尽立す権嵯t忽先令婚揮毎~l昔咋
くちるを我ち生町構舎にを目見
鼠ど 繰れ此周行に鷲屋隔
輩こ り身こをわ f~ き上つ長
をろ てはに受るり f自 に る 毅
取に 用赤来ける依れ騎悪来
ら賊 い 県 た て をりてり少た
え曹 ず の り 未 信て走てはり
てを ん令てだぜ 官り下悪て
諸式百 ばと告曽ず吏てを似i状
をし 何為ぐて能を祉窺べを
市て をりる語〈欺2をい難下
に伍 侯aてはら禁り 折 田 恥 し す
F伯た良li'止 る る
せ を ん に せ
し呼と以E ん
めび か 有 ゃ
ん欲り

世
俗
に
妥
協
せ
ず
信
念
を
貫
い
て
い
る
慮
全
を
悩
ま
せ
て
い
た
の

は
、
近
所
の
不
良
ど
も
の
た
わ
い
も
な
い
い
た
ず
ら
で
あ
っ
た
。
こ

の
極
め
て
卑
近
な
で
き
ご
と
を
「
事
業
量
る
可
か
ら
ざ
る
」
玉
川
先

生
と
取
り
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
慮
全
的
孤
高
も
滑
稽
感
を
帯

ぴ
て
し
ま
う
。
悪
童
の
侵
入
に
て
こ
ず
っ
た
苦
沙
弥
先
生
き
な
が
ら

で
あ
る
。
苦
情
を
も
ち
こ
ま
れ
た
韓
愈
も
「
良
心
的
」
県
令
と
し
て

の
役
回
り
を
お
お
げ
さ
に
演
じ
て
み
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
体
の



戯
画
化
を
助
け
て
い
る
。

さ
ら
に
展
開
す
る
韓
愈
の
対
応
と
慮
全
の
反
応
と
の
交
叉
の
中
で
、

韓
愈
が
狂
言
回
し
に
徹
し
て
い
る
こ
と
は
い
よ
い
よ
明
ら
か
に
な
る
。

た
だ
ち
に
ひ
っ
と
ら
え
て
さ
ら
し
首
に
し
よ
う
と
い
う
韓
愈
の
申
し

出
に
対
し
て
、
慮
全
は
異
議
を
唱
え
る
。

合)

日
先
生
又
泣
長
融
到
来

日
如
此
処
置
非
所
喜

貯
況
又
時
当
長
養
節

目
叩
都
邑
未
可
猛
政
理

都況此 か先
邑ん〈生
来や め 又
だ又如 た
政たき長
哩!時処毅
を長置を
猛145皇は遣
しの喜わ
ゆ節よし
うに所て
す当 に 来
可た非 た
かり ず ら
らし
ずむ

て
韓
愈
は
そ
れ
を
聞
い
て
改
め
て
慮
全
の
度
量
の
大
き
さ
に
畏
敬
の

h

念
を
抱
き
、
下
々
の
無
秩
序
が
そ
も
そ
も
は
上
に
立
つ
者
の
不
徳
に

め
因
る
こ
と
を
わ
き
ま
え
な
か
っ
た
自
分
を
恥
じ
る
。
不
明
の
お
わ
ぴ

附
に
明
月
、
桃
李
の
も
と
、
一
席
設
け
た
い
と
申
し
出
て
詩
は
給
ば
れ

刷
る
。
(
臼
l
i
m
m
)

の
「
古
」
の
理
念
を
純
粋
に
抱
き
続
け
た
が
ゆ
え
に
「
今
」
の
世
か

一一一一
「
ら
排
斥
さ
れ
た
孟
郊
、
世
俗
を
拒
否
す
る
態
度
を
買
い
た
た
め
に
生

制
活
の
辛
苦
を
し
い
ら
れ
た
慮
全
、
彼
ら
の
精
神
は
い
ず
れ
も
韓
愈
自

の
身
も
共
有
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
且
つ
ま
た
中
国
士
大
夫
向
精
神
の

一
一
系
譜
に
流
れ
続
け
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
韓
愈
は
「
孟
生
詩
」

馳
「
虚
全
に
寄
す
」
詩
の
中
で
、
そ
れ
を
正
面
か
ら
主
張
す
る
の
で
な

9

く
、
ど
ち
ら
の
詩
に
お
い
て
も
そ
の
精
神
の
高
誼
さ
ゆ
え
に
わ
り
を

4

食
っ
て
い
る
人
間
の
姿
を
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
描
き
出
し
て
い
る
。

そ
こ

に
は
古
!
今
、
あ
る
い
は
世
俗
反
俗
と
い
っ
た
対
立
し
あ
う
関
係

の
中
で
一
方
を
主
張
す
る
の
で
な
く
、
そ
う
し
た
二
項
対
立
の
既
成

の
構
図
か
ら
自
由
な
立
場
に
遊
よ
、
柔
軟
な
精
神
の
躍
動
を
我
々
は

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
捕
か
れ
た
孟
郊
、
虚
全
を
初
め
と
し

て
、
い
わ
ゆ
る
韓
門
に
属
す
る
人
々
が
韓
愈
の
内
蔵
す
る
諸
々
の
傾

向
の
一
部
を
よ
り
純
粋
に
、
極
端
な
ま
で
に
発
揮
し
て
い
る
の
に
対

し
て
、
韓
愈
を
韓
門
の
文
人
た
ち
と
分
か
つ
の
は
、
一
つ
の
立
場
に

収
ま
ら
ず
、
様
々
な
可
能
性
を
内
包
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
よ
う

に
み
え
る
。
孟
郊
や
慮
全
が
結
目
聞
の
純
粋
さ
を
そ
の
文
学
の
魅
力
と

す
る
な
ら
ば
、
韓
愈
は
配
列
定
ま
ら
ぬ
原
子
の
自
在
な
運
動
に
特
徴

が
あ
る
と
い
え
よ
う
か
。
そ
こ
に
韓
愈
が
中
唐
の
文
学
者
・
思
想
家

の
中
で
と
り
わ
け
大
き
な
キ
ャ
パ
ン
テ
ィ
を
も
ち
え
た
ゆ
え
ん
が
あ

る
の
だ
ろ
、
フ
。

固
定
し
た
構
図
か
ら
免
れ
て
い
た
こ
と
と
も
か
ら
ん
で
、
二
人
的

人
物
の
描
き
方
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
い
ず
れ
も
現
実
に
も
と
づ

き
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
肉
付
け
し
、
小
説
的
な
ふ
く
ら
み
を
も
た
せ

て
人
聞
を
街
御
と
さ
せ
て
い
る
こ
と
だ
。
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
伝
奇
小

説
が
こ
の
時
期
に
勃
興

L
、
怪
異
の
記
述
か
ら
脱
し
て
人
間
そ
の
も

の
へ
関
心
を
移
し
て
い
く
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
。
韓
愈
は
詩
と
い
う

様
式
の
中
に
留
ま
り
な
が
ら
も
、
従
来
の
類
型
か
ら
離
れ
た
人
聞
の

姿
を
描
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
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劉
師
命

「
劉
生
」
詩
は
韓
愈
が
陽
山
に
庇
せ
ら
れ
て
い
た
時
期
に
知
り
合
っ

た
劉
師
命
が
、
貞
元
二
十
一
年
、
そ
の
地
を
離
れ
る
の
を
送
別
す
る

詩
で
あ
る
が
、
送
別
的
意
は
詩
の
末
尾
に
わ
ず
か
に
う
か
が
え
る
に

す
ぎ
ず
、
こ
れ
も
「
孟
生
詩
」
と
同
じ
く
、
劉
師
命
と
い
う
人
物
を

も
っ
ぱ
ら
う
た
っ
て
い
る
。
方
世
挙
の
注
で
は
楽
府
題
で
あ
る
と
す

る
が
、
王
元
答
は
そ
れ
を
否
定
し
て
「
孟
生
詩
」
と
同
じ
趣
旨
の
も

《
叫
》

の
だ
と
い
う
の
も
、
人
物
そ
の
も
の
を
主
題
と
し
て
い
る
こ
と
を
指

し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

孟
郊
や
虚
全
が
そ
の
個
性
を
独
自
の
文
学
に
結
実
さ
せ
て
今
固
ま
で

名
を
伝
え
て
い
る
の
に
対
し
て
、
劉
師
命
は
無
名
の
人
物
で
あ
る
。

内

"v

韓
愈
に
つ
劉
生
」
詩
な
ど
三
首
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
名
と
事

跡
的
一
端
が
知
ら
れ
る
ほ
か
は
、
本
人
の
作
品
は
の
こ
ら
ず
、
彼
に

言
及
し
た
文
献
も
み
ら
れ
な
い
。

孟
郊
・
慮
全
と
異
な
る
点
的
第
二
は
、
二
人
を
扱
っ
た
詩
が
世
と

相
容
れ
な
い
人
間
の
姿
を
戯
固
化
し
て
描
き
な
が
ら
も
、
彼
ら
が
依

拠
し
た
「
古
」
へ
の
志
向
な
り
反
俗
の
精
神
な
り
は
、
士
大
夫
の
精

神
の
あ
り
よ
う
と
し
て
正
当
性
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な

い
。
そ
れ
に
対
し
て
劉
師
命
の
方
は
、
そ
う
し
た
士
大
夫
の
立
場
と

は
、
以
下
町
詩
が
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
縁
が
な
い
。
彼
の
生
き

方
を
肯
定
す
る
根
拠
は
儒
家
的
伝
統
的
な
価
値
基
準
の
中
に
み
つ
か

四

ら
な
い
の
だ
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
韓
愈
は
「
劉
生
」
詩
的
中
で
、

彼
円
前
半
生
を
た
ど
り
つ
つ
、
そ
の
人
と
な
り
を
描
き
出
し
、
そ
こ

に
は
劉
師
命
に
対
す
る
強
い
関
心
と
深
い
向
感
が
に
じ
み
で
て
い
る

よ
う
に
み
え
る
。

1
生
名
聞
命
其
姓
劉

2
自
少
軒
軽
非
常
傭

3
棄
家
如
遺
来
遠
遊

4
束
走
梁
宋
盟
揚
州

5
遂
凌
大
江
極
東
限

6
供
瀞
脊
天
馬
穴
幽

7
越
女
一
笑
三
年
留

8
南
極
横
領
入
炎
洲

9
背
鯨
高
磨
波
山
浮

日
怪
魅
地
権
堆
蚊
札

口
山
崎
惜
譜
諌
狸
狸
愁

ロ
毒
気
燦
体
賞
膏
流

日
間
胡
不
帰
良
有
由

H
H

美
酒
傾
水
筒
肥
牛

日
妖
歌
慢
舞
糊
不
収

日
目
倒
心
坦
腸
為
背
枠

口
千
金
逝
顧
不
可
酬

ら千心妖美胡E毒 山 怪 背 南 越 洪 遂 束遊家少主生
ざ金を欧酒ぞ気穆魅鯨の女諸にの すをきの
る も 倒 慢 水帰体議松高か一天大か 棄自ょ名
にてし舞のらを諌糟くたたを江た つりは

顧腸しござ燦しし磨横ぴ番つを梁 る軒師
る をて とるかててし嶺笑き凌宋 こ軽命
こ週畑くとし狸蚊てをい県ぎに とに
とすと傾 問責 狸虫Li直 i盈て穴東走 遺ずし其
をはしけぇ膏愁堆2山え三幽限り つての
;製育て肥ぱ流うしか浮て年なを揚 る常姓
む降収牛良Eる か炎留り極州 がのは
れがめをに よ洲ま むに 知博品担j
ど為ず商主由t にる 賢k < に令
もなる 有 入 る来非
醐りり り たず
ゆ り
べて
か遠



阿
国
乃
独
過
之
尽
繍
怒
乃
ち
独
り
之
に
遇
い
て
綱
修
を
尽
く
す

七
言
三
十
一
句
の
詩
の
こ
こ
ま
で
が
、
劉
師
命
の
遍
歴
の
記
述
に

あ
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
足
跡
は
、
出
発
点
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い

も
の
の
お
そ
ら
く
長
安
・
洛
陽
周
辺
か
ら
ま
ず
東
に
向
か
い
、
梁
・

宋
、
河
南
省
南
部
を
経
過
し
て
揚
州
ま
で
。
そ
し
て
長
江
を
渡
っ
て

中
国
の
東
町
極
限
、
呉
越
の
地
に
至
る
。
更
に
そ
こ
か
ら
南
下
し
て

五
嶺
を
越
え
、
嶺
南
町
地
に
達
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
劉
師
命
は
中

創
原
の
中
心
的
世
界
か
ら
東
南
の
辺
境
へ
と
ひ
た
す
ら
向
か
っ
て
い
る

川
の
で
あ
る
。
こ
の
行
跡
は
「
家
を
棄
つ
る
こ
と
遺
つ
る
が
如
し
」
、
家

引
及
ぴ
家
に
伴
宇
フ
士
大
夫
の
道
を
放
棄
し
て
、
秩
序
か
ら
離
脱
す
る

つ
方
向
に
走
る
彼
内
内
面
の
動
き
と
対
応
し
て
い
る
も
の
だ
。

め
前
半
生
を
費
し
た
こ
の
放
浪
に
一
体
ど
の
よ
う
な
目
的
が
あ
っ
た

射
の
か
、
そ
れ
は
明
確
に
述
べ
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
「
越
女

胤
一
た
ぴ
笑
え
ば
三
年
留
ま
る
L

と
い
う
よ
う
に
、
行
き
あ
た
り
ば
つ

の
た
り
の
気
ま
ぐ
れ
な
流
浪
で
あ
っ
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
南

一一一一
一
方
の
異
様
な
世
界
に
踏
み
こ
ん
で
も
旅
は
な
お
続
け
ら
れ
る
。
ど
う

の
し
て
帰
ら
な
い
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
に
は
な
る
ほ
ど
わ
け
が
あ
る
。

仲
水
の
よ
う
に
飲
み
放
題
の
美
酒
、
こ
っ
て
り
し
た
牛
肉
、
そ
し
て
舞

哨
姫
の
盛
惑
。
そ
う
し
た
酒
食
色
の
悦
楽
、
そ
れ
こ
そ
劉
師
命
の
足
を

議
南
方
に
引
き
と
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
南
方
ゆ
え
に
一
層
強
烈
で
あ

広
明

っ
た
で
あ
ろ
う
官
能
の
歓
ぴ
に
耽
溺
し
て
い
く
の
は
、
父
母
在
ら
ば

1
 

5

遠
く
遊
ば
ず
の
教
え
か
ら
み
れ
ば
、
離
経
背
道
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

「
青
鯨
」
以
下
の
四
句

(
9

ロ
)
は
、
南
方
の
風
土
の
お
ど
ろ
お

ど
ろ
し
さ
を
述
べ
て
い
る
。
詩
の
展
開
の
上
で
、
こ
こ
は
そ
の
地
の

恐
し
さ
を
強
調
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
留
ま
っ
て
い
る
の
は
美

女
酒
肉
の
享
楽
の
た
め
だ
と
次
へ
続
い
て
い
る
の
だ
が
、
韓
愈
の
南

方
異
物
の
描
き
方
は
常
に
観
念
的
で
、
且
つ
畏
怖
し
つ
つ
暗
に
そ
れ

を
期
待
す
る
か
の
気
配
が
伴
な
う
こ
と
さ
え
あ
る
。
韓
愈
自
身
、
不

本
意
に
も
陽
山
に
流
繭
さ
れ
て
最
初
の
南
方
体
験
を
も
っ
た
が
、
そ

の
怨
恨
を
吐
潟
す
る
諸
篇
の
中
で
辛
苦
を
助
長
す
る
南
方
の
異
物
の

描
写
は
は
な
は
だ
大
袈
裟
で
あ
り
観
念
的
で
あ
っ
て
、
不
安
恐
怖
の

実
感
よ
り
も
彼
的
被
害
者
意
識
を
強
調
す
る
面
が
強
い
。
た
と
え
ば

【
勾
》

「
八
月
十
五
日
夜
張
功
曹
に
贈
る
」
詩
(
氷
貞
元
年
)
町
、

7
洞
庭
迷
天
九
疑
高

8
妓
龍
出
没
狸
隠
号

9
十
生
九
死
到
官
所

叩
幽
厨
黙
黙
如
蔵
逃

日
下
林
畏
蛇
食
畏
薬

ロ
海
気
湿
聾
議
腿
牒

「
会
合
朕
句
」
(
元
和
一
万
年
)

洞
庭
天
に
連
な
り
九
疑
高
し

蚊
龍
出
没
し
狸
隠
号
よ

十
生
九
死
に
し
て
官
所
に
到
。

幽
居
黙
黙
と
し
て
蔵
逃
円
如
し

林
を
下
る
に
は
蛇
を
畏
れ
宜
に
は
薬
を
畏
る

海
気
温
艶
に
し
て
薫
じ
て
股
腺
な
り

の、

5 _ 18 17 
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6
羽
怪
見
鵬
鳩
羽
怪
は
鴨
鳩
を
見
る

な
ど
、
奇
怪
な
動
物
た
ち
に
跳
梁
さ
せ
て
恐
怖
を
か
き
た
て
る
こ

と
に
、
韓
愈
は
は
な
は
だ
熱
心
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
一
方
で
「
叉

魚
し
詩
(
貞
元
二
十
一
年
)
の
よ
う
に
、
か
の
地
独
特
の
漁
法
に
つ

い
て
詳
細
に
観
察
し
た
写
実
的
な
作
も
あ
る
。
ま
た
後
年
内
潮
洲
流

『
討
}

舗
の
際
に
は
、
「
初
め
て
南
食
し
て
元
十
八
協
律
に
始
る
」
詩
(
元
和

十
四
年
)
の
中
で
、
南
方
産
の
奇
怪
な
食
用
魚
介
類
を
一
つ
ひ
と
つ《

お
}

記
し
て
い
る
し
、
同
じ
時
的
「
柳
柳
州
の
蝦
慕
を
食
、
つ
に
答
う
」
詩

で
は
蝦
基
を
仔
細
に
描
写
し
て
、

お
余
初
不
下
喉
余
は
初
め
喉
に
下
ら
ず
も

Mm
近
亦
能
梢
梢
近
ご
ろ
亦
た
能
く
柑
柑
た
り

と
、
こ
わ
ご
わ
と
口
に
し
て
い
く
様
子
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ

う
し
て
見
て
く
る
と
、
韓
愈
の
南
方
異
物
に
対
す
る
態
度
に
は
一
種

恐
い
も
の
見
た
さ
に
も
似
た
と
こ
ろ
が
あ
る
か
の
よ
う
だ
。
「
劉
生
」

詩
的
こ
の
部
分
で
も
「
青
鯨
」
「
怪
魅
」
「
鮫
札
」
「
山
移
」
「
狸
狸
」
と

い
っ
た
語
を
ち
り
ば
め
て
、
南
方
の
異
様
な
雰
囲
気
を
あ
お
り
た
て

つ
つ
、
そ
こ
に
は
魁
魅
政
息
す
る
世
界
に
対
す
る
韓
愈
の
好
奇
の
念

が
う
か
が
わ
れ
る
と
思
う
。

き
て
、
放
務
に
身
を
ま
か
せ
て
い
る
う
ち
に
、
劉
師
命
も
気
が
付

け
ば
頭
に
白
い
も
の
を
戴
く
年
に
な
っ
て
い
た
。
(
印
刷
此
)
仕
え
る

人
に
も
め
ぐ
り
あ
え
ず
、
国
へ
も
帰
れ
ず
、
結
局
陽
山
の
韓
愈
の
も

と
へ
身
を
寄
せ
る
。

(
m
l
m
)韓
愈
に
手
ほ
ど
き
を
受
け
て
研
鍛
を

積
む
こ
と
一
年
、
仕
官
の
階
梯
に
就
く
準
備
が
で
き
た
。

(
m
l
m
)

こ
の
よ
、
つ
に
詩
は
劉
師
命
が
長
い
放
浪
生
活
か
ら
足
を
洗
い
、
正

道
に
就
く
べ
く
回
帰
す
る
と
こ
ろ
で
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。
孟
郊
・
慮

企
の
詩
の
中
で
韓
愈
は
自
分
を
ま
と
も
な
人
聞
の
立
場
に
置
い
て
い

た
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
士
大
夫
と
し
て
の
生
き
方
を
教
え
喰
す
役
に

ま
わ
っ
て
い
る
。
事
実
、
「
後
進
を
引
き
致
す
」
(
李
搭
『
国
史
補
』

巻
上
)
こ
と
に
熱
心
だ
っ
た
韓
愈
の
、
陽
山
に
お
け
る
「
韓
門
弟
子
」

(
同
上
)
で
劉
師
命
は
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
詩
的
過
半
は
劉
師
命
の

放
浪
の
叙
述
に
賛
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
劉
師
命
の
よ
う
な
士
大

夫
の
道
か
ら
逸
脱
し
た
人
間
に
対
し
て
、
そ
し
て
そ
の
半
生
に
わ
た

る
流
浪
に
対
し
て
、
深
く
共
感
す
る
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が

わ
れ
る
。

韓
愈
が
流
浪
、
遍
歴
と
い
う
も
の
に
格
別
の
興
味
を
抱
い
て
い
た

こ
と
は
、
ほ
か
の
作
品
の
中
に
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
恵
師
を
送

《
勾
》

る
」
詩
(
貞
元
二
十
年
)
は
、
や
は
り
陽
山
で
知
っ
た
遍
歴
僧
窓
師

を
送
別
す
る
詩
で
あ
る
が
、

-
忍
師
浮
屠
者

2
乃
是
不
婦
人

3
十
五
愛
山
水

4
超
然
謝
朋
親

5
脱
冠
孤
頭
髪

6
飛
歩
遺
脱
盛

思
師
は
浮
屠
の
者
な
る
も

乃
ち
是
れ
不
織
の
人

十
五
に
し
て
山
水
を
愛
し

超
然
と
し
て
朋
親
を
謝
す

冠
を
脱
ぎ
て
頭
髪
を
摘
。

の
ζ

飛
歩
し
て
股
座
を
遣
す



仏
徒
で
あ
る
惑
師
の
、
仏
法
帰
依
の
面
よ
り
も
現
世
を
脱
し
た
面

か
ら
そ
の
人
簡
を
紹
介
し
、
以
下
、
四
明
山
、
天
台
山
、
所
江
、
鹿

山
、
羅
浮
山
、
連
州
を
経
て
陽
山
に
至
る
ま
で
の
遍
歴
を
記
し
て
、

更
に
こ
こ
で
送
別
し
た
後
に
経
過
す
る
で
あ
ろ
う
九
疑
山
、
衡
山
、

嵩
山
、
華
山
の
行
程
を
全
八
十
六
句
に
わ
た
っ
て
述
べ
て
い
る
。
窓

師
の
名
山
歴
訪
は
実
際
に
は
仏
道
修
業
の
行
脚
で
あ
り
、
中
に
詳
し

〈
描
か
れ
て
い
る
天
台
山
絶
頂
に
お
け
る
務
明
の
奇
観
も
、
惑
師
に

制
と
っ
て
は
一
つ
の
宗
教
的
体
験
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
が
、
韓
愈
の

H
筆
は
仏
教
と
の
関
わ
り
に
は
触
れ
ず
に
、
終
始
し
て
「
不
開
輔
の
人
」

ー
の
「
山
水
を
愛
」
し
て
の
遍
歴
と
し
て
叙
述
を
展
開
し
て
い
る
。

4

《

U
V

つ
「
霊
師
を
送
る
」
詩
(
貞
元
二
十
年
)
も
、
陽
山
で
僧
を
送
別
す

め
る
こ
と
、
「
送
忍
師
」
詩
の
状
況
と
同
じ
だ
が
、
そ
の
遊
行
は
む
し
ろ

い
れ
劉
師
命
に
似
て
い
る
。
士
大
夫
と
し
て
の
コ

l
ス
を
途
中
で
は
ず
れ

朋
て
、
霊
師
を
夢
中
に
さ
せ
た
も
の
は
、
囲
碁
、
博
突
、
詩
、
酒
、
歌
ー
ー

の
劉
師
命
の
よ
う
な
女
色
は
含
ま
れ
な
い
も
の
の
、
お
よ
そ
仏
徒
に
は

一-一一
一
ふ
さ
わ
し
か
ら
ぬ
快
楽
町
追
求
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
加
え
て
「
勝
を

の
尋
ね
て
険
を
悌
ら
ず
」
、
危
険
を
冒
し
て
の
諸
国
放
浪
の
旅
が
、
こ
の

叫
詩
で
も
全
九
十
句
の
大
半
を
占
め
る
。
と
り
わ
け
念
入
り
に
描
写
さ

晴
れ
て
い
る
の
は
、
塁
間
峡
の
急
流
で
船
が
転
覆
し
、
霊
師
を
除
く
同

噛
乗
者
全
員
が
水
死
し
た
事
故
で
あ
る
が
、
そ
の
惨
事
も
「
霊
師
は
懐

古

T

A

3

に
掛
け
ず
、
冒
渉
道
転
た
延
よ
」
、
気
に
も
と
め
ず
に
冒
険
の
旅
を

5

続
け
る
霊
師
に
、
韓
愈
は
魅
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
陽
山
の
地
は
そ

う
し
た
遍
歴
者
た
ち
が
流
れ
つ
く
果
て
と
し
て
、
体
験
談
を
聞
く
機

会
が
多
か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
霊
師
は
「
縦
横
に
諮
俗
を
雑
え
、
積

層
も
恥
な
羅
穿
」
、
俗
語
を
ま
じ
え
な
が
ら
事
細
か
に
再
現
し
て
み
せ

る
話
術
を
あ
ち
こ
ち
で
披
露
し
て
い
た
ら
し
い
。
「
送
霊
師
」
詩
は
地

方
の
太
守
の
聞
に
寄
食
し
な
が
ら
遍
歴
を
続
け
る
当
時
の
詩
僧
の
生

態
を
知
る
記
録
資
料
と
し
て
も
興
味
深
い
。
遍
歴
し
な
が
ら
そ
の
体

験
を
諮
っ
て
聞
か
せ
る
人
が
あ
り
、
そ
れ
を
享
受
す
る
層
が
あ
り
、

そ
し
て
そ
れ
を
韓
愈
の
よ
う
に
文
学
に
再
構
成
す
る
人
が
い
た
こ
と

を
、
こ
の
詩
は
伝
え
て
い
る
。

韓
愈
が
こ
の
よ
う
に
人
的
遍
歴
の
話
を
熱
心
に
聞
き
、
そ
れ
を
詩

に
再
現
し
て
い
る
こ
と
は
、
彼
ら
の
遍
歴
そ
の
も
の
に
並
々
な
ら
ぬ

関
心
を
抱
い
て
い
た
こ
と
を
証
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
一
体
何
を
意

味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
と
り
わ
け
陽
山
に
い
た
時
期
に
集
中
し

て
い
る
こ
と
は
、
遍
歴
者
と
出
会
う
機
会
が
多
か
っ
た
の
み
な
ら
ず
、

韓
愈
自
身
も
一
部
を
体
験
し
、
好
奇
心
を
触
発
さ
れ
た
南
方
の
風
土

へ
の
関
心
が
彼
ら
の
話
を
過
し
て
満
た
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
ま
た

韓
愈
の
抱
い
て
い
た
被
害
者
意
識
が
更
に
険
阻
な
旅
の
体
験
を
聞
く

こ
と
に
よ
っ
て
慰
撫
さ
れ
た
り
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な

い
が
、
私
に
は
韓
愈
が
荒
々
し
い
未
開
の
空
聞
の
放
浪
に
魅
き
つ
け

ら
れ
た
心
情
は
、
彼
が
精
神
の
領
域
に
お
い
て
従
来
的
秩
序
づ
け
ら

れ
た
枠
組
を
破
っ
て
奔
放
に
践
渉
し
た
こ
と
に
対
応
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
劉
師
命
も
富
山
師
も
霊
師
も
、
彼
ら
を
流
浪
に
駆
り
た



4
て
た
実
際
の
動
機
が
何
で
あ
っ
た
か
に
は
触
れ
ら
れ
ず
、
「
少
き
昏
り

5

5

 

軒
軽
に
し
て
常
的
俸
に
非
ず
(
「
劉
生
」
詩
)
、
「
乃
ち
是
れ
不
識

の
人
」
(
「
送
恵
師
」
詩
)
、
「
逸
志
教
、
え
に
拘
わ
れ
ず
、
軒
騰
に
し
て

牽
輩
を
断
つ
」
(
「
送
霊
師
」
詩
)
、
い
ず
れ
も
不
鵠
奔
放
な
そ
の
人
と

な
り
と
放
浪
生
活
と
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
・
っ
て
、
彼
ら

の
精
神
の
横
溢
は
ま
さ
に
韓
愈
自
身
の
も
の
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

五

お
わ
り
に

以
上
に
挙
げ
て
き
た
韓
愈
の
詩
的
中
の
人
物
た
ち
は
、

の
方
向
に
向
か
っ
て
当
時
の
世
聞
か
ら
逸
脱
し
、
そ
の
す
さ
ま
じ
い

逸
脱
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
孟
郊
は

「
古
」
に
完
全
に
同
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
今
の
世
か
ら
は
じ
き
出

さ
れ
、
慮
八
エ
は
世
俗
を
激
し
く
拒
否
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
貧
し
く
拙

い
生
き
方
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
劉
師
命
は
奔
放
な
流
浪
生
活
町
中
に

生
を
燃
焼
さ
せ
た
こ
と
に
よ
っ
て
老
い
て
行
き
場
を
失
な
っ
た
。
そ

の
た
め
に
い
ず
れ
も
進
退
極
ま
っ
た
彼
ら
に
対
し
て
、
韓
愈
は
保
護

者
と
な
り
助
言
者
と
な
っ
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
実
は
彼
ら
の
人

間
像
的
中
に
は
な
に
が
し
か
韓
愈
自
身
が
投
影
さ
れ
て
い
る
。
「
古
」

の
理
念
に
徹
し
た
孟
郊
が
韓
愈
と
重
な
り
合
う
こ
と
は
言
、
つ
ま
で
も

な
い
。
経
学
・
文
学
に
お
け
る
因
襲
の
拒
絶
は
韓
愈
と
虚
全
に
共
通

す
る
。
劉
師
命
の
放
浪
は
韓
愈
の
ひ
そ
や
か
な
希
求
を
反
映
し
た
も

の
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
韓
愈
は
孟
郊
の
よ
う
に
時
代
錯
誤
の
ま
ま

そ
れ
ぞ
れ

終
ら
な
か
っ
た
し
、
虚
全
の
よ
う
に
反
俗
を
貫
き
も
し
な
か
っ
し
、

劉
師
命
の
よ
う
に
放
浪
も
し
な
か
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
そ
う

し
て
み
る
と
、
こ
れ
ら
の
人
物
は
韓
愈
自
身
が
懐
包
し
て
い
た
も
の

を
、
実
在
の
人
物
を
通
し
て
実
現
さ
せ
て
み
た
姿
と
い
え
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
詩
の
中
の
人
物
は
韓
愈
自
身
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
し
、

孟
郊
・
慮
全
・
劉
師
命
の
実
際
の
姿
そ
の
も
の
で
も
な
い
。
韓
愈
と

彼
ら
を
結
ん
だ
線
の
延
長
上
に
描
き
出
さ
れ
た
像
な
の
で
あ
る
。

注

(
1
)

緯
愈
の
作
品
の
引
用
は
、
詩
は
銭
仲
聯
集
釈
『
韓
昌
駒
市
詩
繋
年
集
釈
』

(
一
九
八
四
、
上
海
古
籍
出
版
社
。
以
下
『
集
釈
』
と
略
す
)
、
文
は
馬
其

一
副
校
、
注
・
馬
茂
元
整
理
『
斡
昌
繋
文
集
校
注
』
(
一
九
八
六
、
上
海
古
籍
出

版
社
。
以
下
『
文
集
』
と
略
す
)
に
よ
り
、
併
せ
て
そ
の
巻
数
を
記
す
。

た
だ
し
排
印
本
に
は
時
に
魯
魚
町
誤
り
が
ま
じ
る
の
で
(
こ
と
に
『
集
釈
』

下
冊
)
、
来
雅
堂
本
『
韓
昌
模
集
』
等
を
参
照
し
た
。
『
文
集
』
巻
一
。

(
2
)

「
為
人
求
腐
書
」
(
『
文
集
』
拳
ニ
)
で
は
、
「
某
阿
木
在
山
、
馬
在
持
、

過
之
而
不
願
者
雄
目
黒
千
万
人
、
未
為
不
材
与
下
乗
也
、
及
至
医
石
過
之

而
不
明
、
伯
楽
遇
之
而
不
服
、
扶
後
知
其
非
棟
梁
之
材
、
超
逸
之
足
也
」

と
反
転
し
て
用
い
て
い
る
。

(
3
)

「
与
子
襲
陽
書
」
(
『
文
集
』
巻
三
)
に
「
士
之
能
享
大
名
顕
当
世
者
、

英
不
有
先
達
之
士
負
天
下
之
望
者
為
之
前
駕
」
と
い
う
。

(
4
)
『
集
釈
』
巻
一
の
「
孟
生
詩
」
注
に
「
(
宋
・
方
癌
卿
『
韓
集
)
挙
正
』

云
、
焚
(
汝
霜
)
本
作
『
送
孟
郊
詩
』
」
。

(
5
)

『
集
釈
』
巻
一
.
詩
的
繋
年
は
同
書
に
よ
る
。

(
6
)

『
集
釈
』
巻
一
。

(
7
)
「
酔
留
東
野
」
、
『
築
釈
』
巻
一
。



(
8
)

「
示
児
」
、
「
集
釈
』
巻
九
。

(
9
)

「
答
孟
郊
」
、
『
柴
釈
』
巻
一
。

(
叩
)
『
集
釈
』
巻
一
。

(
日
)
「
落
歯
」
「
贈
侯
喜
」
「
瀧
吏
L

な
ど
の
諸
筒
。
韓
愈
の
自
己
戯
画
化
的

手
法
に
つ
い
て
は
っ
斡
愈
と
白
居
易
対
立
と
融
和
」
(
『
中
国
文
学
報
』

第
四
十
一
冊
、
一
九
九

O
)
を
参
照
。

(
ロ
)
「
寄
虚
全
」
、
『
集
釈
』
巻
七
。

(
日
)
「
酬
司
門
慮
四
兄
雲
夫
院
長
望
秋
作
」
、
『
集
釈
』
巻
七
。

)
(
H
)

拙
稿
「
奇
申
・
唐
に
お
け
る
文
学
言
語
の
規
範
の
逸
脱
」
(
『
東
北
大
学

長
文
学
部
研
究
年
報
』
第
三
O
号
、
一
九
八
O
)
参
照
。

川
(
日
)
『
文
集
』
巻
七
。

ー
(
日
)
「
浮
島
口
」
の
語
義
に
つ
い
て
、
銭
仲
聯
は
「
此
処
作
全
家
解
、
与
称
妻

イ
為
部
家
之
義
異
」
と
注
し
て
い
る
が
、
で
き
れ
ば
妻
町
立
で
解
し
た
い
。

ぐ
(
げ
)
『
集
釈
』
巻
二
。

M
B
)
『
築
釈
』
に
引
く
方
世
挙
の
注
に
「
劉
生
本
楽
府
旧
題
」
と
い
い
、
玉

像
元
啓
の
注
に
「
題
目
劉
生
、
与
孟
生
詩
同
旨
、
或
以
為
楽
府
古
題
、
非
是
」

聞

と

い

う

。

円
一
(
日
)
『
集
釈
』
巻
二
に
「
問
梨
花
発
贈
捌
師
命
」
「
梨
花
下
贈
劉
師
命
」
の
-
一

三
首
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

ご
(
初
)
「
八
月
十
五
日
夜
贈
張
功
曹
」
、
『
築
釈
』
巻
三
。

和
{
幻
)
『
集
釈
』
巻
因
。

の
(
泣
)
『
集
釈
』
巻
囚
。

嚇
(
お
)
『
集
釈
』
巻
二
。

動
(
叫
)
「
初
南
食
胎
元
十
八
協
律
」
『
集
釈
』
巻
十
一
。

韓
(
お
)
「
答
柳
柳
川
食
蝦
暮
」
『
集
釈
』
巻
十
一
。

(
お
)
「
送
恩
師
」
、
『
集
釈
』
巻
二
。

(
幻
)
「
送
蚕
師
」
、
『
集
釈
』
巻
二
。
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