
韓
愈
の
散
文
作
品
の
立
場
と

斡
愈
の
散
文
文
学
と
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
古
来
実
に

多
く
の
発
言
が
な
さ
れ
て
お
り
、
既
に
議
論
を
挟
む
余
地
が
な
い
か

の
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
問
題
を
こ
こ
で
私
が
ま
た
と
り
あ
げ
よ
う
と
す
る
の
は
、
彼

の
散
文
作
品
の
中
に
は
、
「
引
法
」
と
の
関
係
で
は
論
じ
き
れ
な
い
も

の
が
少
な
か
ら
ず
存
す
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

、}
J

f
阜、

例
え
ば
、
「
送
李
慰
帰
盤
谷
序
い
の
中
で
、

公
卿
の
門
に
何
侯
し
、
形
勢
の
途
に
奔
走
す
ο

足
は
将
に
進
ま

し
ょ
う
じ
ゅ

ん
と
し
て
越
起
し
、
口
は
将
に
一
言
わ
ん
と
し
て
嘱
一
瞬
す
。
綴
汗

に
処
り
て
議
じ
ず
、
刑
貯
に
触
れ
て
談
毅
せ
ら
る
。
万
一
を
徴

体
し
て
、
老
死
し
て
後
に
止
む
は
、
そ
の
為
人
に
お
い
て
、
緊

不
均
何
'
如
ぞ
や
。

と
い
う
の
は
、
こ
れ
か
ら
'
娘
谷
の
地
に
ひ
き
こ
も
ろ
う
と
す
る
親

の
日
を
借
り
、
世
の
般
の
人
々
の
姿
を
描
い
た
も
の
で

こ
れ
は
李
慰
の
あ
る
と
問
時
に
斡
愈
r

討
身
の

友
の

あ
る
が
、

「
道
」

の
主
張

ノr、
;口!

口

匡

な
の
で
あ
っ
て
、
世
俗
の
人
々
の
あ
り
方
に
鋭
い
批
判
を
投
げ
か
け

た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
愈
の
文
学
に
お
け
る
「
道
」

@
 

を
、
儒
家
的
伝
統
の
中
の
「
道
」
と
し
て
規
定
す
る
と
き
、
こ
の
序

に
見
え
る
社
会
風
刺
は
、
そ
の
よ
う
な
「
道
」
の
立
場
か
ら
導
か
れ

た
も
の
で
は
な
い
と
私
は
考
え
る
。

④
 

ま
た
、
有
名
な
「
師
説
」
の
、

弟
子
は
必
ず
し
も
師
に
如
か
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。
師
は
必
ず
し
も

弟
子
よ
り
も
賢
な
ら
ず
。
道
を
開
く
に
先
後
あ
り
、
術
業
に
専

攻
あ
り
。
限
定
く
の
刻
き
の
み
。

と
い
う
部
分
は
、
先
生
と
弟
子
の
関
係
を
合
理
的
に
捉
え
た
も
の

に
ほ
か
な
ら
ず
、
こ
れ
を
と
結
び
つ
け
て
考
え
る
必
然
性
が

あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
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(
蘇
紙
)
と
い
う
葉
に
代
表
さ
れ
る
よ
う

に

、

と

が

切

り

は

な

せ

な

い

も

の

で

あ

る

と

考

え

ら

れ
て
こ
と
と
、
…
方
で
こ
の
よ
う
な
「
道
い
と
の
関
わ
り
で
は

解
釈
で
き
な
い
作
品
が
設
か
れ
て
い
る
こ
と
の
、
二
つ
の
の
関



係
を
、
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
、

私
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
が
ど
の
よ
う
な
立
場
か
れ
た
か
に

留
意
し
て
、
考
え
て
み
た
い
。

一一

@
 

か
つ
て
古
川
幸
次
郎
氏
が
慕
誌
銘
の
作
品
を
人
間
へ
の
関
心
と
い

う
…
点
で
捉
え
成
し
て
以
来
、
「
道
ん
の
体
系
を
離
れ
た
観
点
か
ら

(
C
υ
v
 

も
愈
の
文
学
に
注
怠
、
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
わ
。
例
え
ば
川
合

康
一
一
一
氏
は
「
戯
れ
の
文
学
」
と
題
す
る
論
文
で
、
愈
の
行
為
な
り
作

品
が
「
遊
び
い
の
要
素
を
具
え
て
い
る
こ
と
を
論
証
し
た
上
で
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る

Q

「
道
い
の
主
張
を
中
心
に
据
え
た
理
論
体
系
を
構
築
し
て
韓
愈

の
文
学
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
も
、
そ
れ
で
は
韓
愈
の
本

質
的
な
部
分
が
こ
)
ぼ
れ
お
ち
て
し
ま
う
。

:ee--
何
よ
り
も
そ
の

線
源
に
は
、
人
間
に
生
起
す
る
様
々
な
情
動
を
そ
の
ま
ま
認

め
、
そ
の
自
在
で
奔
放
な
横
識
に
ゆ
だ
ね
る
、
人
間
肯
定
の
精

神
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
川
合
氏
の
論
は
、
愈
の
文
学
の
本
質
を
「
道
」
と
の
関

係
と
は
加
の
一
加
に
見
出
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
確
か
に

川
合
氏
の
い
う
「
人
間
肯
定
の
精
神
」
に
よ
っ
て
、
生
き
生
き
と
人

間
の
タ
イ
プ
を
描
き
わ
け
た
慕
誌
銘
の
作
品
や
、
「
毛
穎
伝
」
(
日
間
契

一
ー
石
鼎
聯
句
詩
序
」
(
向
巻
二
十
一
)
な
ど
の
、
ユ
ー

モ
ア
に
満
ち
た
作
品
は
説
明
で
き
る
。
し
か
し
、
冒
頭
に
か
か
げ
た

よ
う
な
、
後
の
作
品
の
社
会
風
刺
性
や
合
理
的
側
慣
に
つ
い
て
は
ど

う
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
愈
の
文
学
と
「
道
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
本

質
的
で
な
い
と
し
て
、
そ
れ
以
上
の
一
言
及
が
な
い
の
は
物
足
り
な
く

思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
限
ら
れ
た
資
料
か
ら
で
は
あ
る
が
、
愈
の
文
学
と
「
道
」

と
の
関
係
に
つ
い
て
私
な
り
の
仮
説
を
提
出
し
、
愈
が
前
述
の
よ
う

な
社
会
風
刺
性
の
あ
る
作
品
を
書
く
こ
と
が
出
来
た
恕
出
を
考
え
て

み
た
い
。
そ
の
た
め
の
手
が
か
り
と
し
て
、
ま
ず
、
愈
自
身
の
問
中
出
子

及
び
郁
子
に
対
す
る
評
価
の
矛
盾
の
問
題
を
次
に
と
り
あ
げ
る
こ
と

と
す
る
。
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愈

の

対

す

る

一

評

価

は

作

品

に

よ

っ

て

大

き

く

二

つ

に
分
れ
る
。
一
つ
は
、
こ
れ
ら
に
肯
定
的
評
価
を
与
え
る
方
向
の
も

の
で
、
一

j
n

紋
孫
一
民
、
孟
一
判
、
荷
卿
は
、
道
を
以
て
鳴
る
者
な
り
ο

楊⑦
 

来
、
墨
翠
、
:
:
:
皆
そ
の
術
を
以
て
鳴
る
」
と
い
う
「
送
孟
東
野
序
」

の
よ
う
な
作
品
で
あ
る
。
こ
の
類
に
は
他
に
「
読
墨
子
」
(
思
一
子
を

③
 

肯
定
)
、
「
読
萄
」
「
進
学
解
」
(
菊
子
を
肯
定
)
が
あ
る
。
逆
に
、
否

定
的
な
論
の
代
表
は
「
原
道
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
「
周
道
衰
え
、



孔
子
没
し
、
:
:
:
そ
の
道
徳
仁
義
一
を
一
一
一
一
問
う
者
、
楊
に
入
ら
ず
ん
ば
、

別
ち
患
に
入
る
い
と
い
い
、
ま
た
「
孔
子
之
(
道
)
を
孟
剰
に
伝
う
。

料
の
死
す
る
や
そ
の
伝
を
得
ず
。
荷
と
楊
や
、
択
ん
で
精
し
か
ら

@
 

ず
、
諮
っ
て
詳
ら
か
な
ら
ず
い
と
い
う
。
こ
う
し
た
作
品
に
は
他
に

…
j

進
土
策
問
(
其
田
ど
ハ
m
m
勢
集
巻
十
四
)
一

i

上
宰
相
書
」
(
同
巻
十

六
〉
ぺ
与
孟
尚
書
書
)
(
向
巻
十
八
)
(
嘉
一
子
を
否
定
)
が
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
う
ち
一
般
に
愈
の
立
場
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
の

は
後
者
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
「
原
道
い
の
立
場
で
あ
る

Q

「
原
道
」

の
中
で
愈
が
邸
側
・
訪
を
共
に
否
定
す
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ

な
ら
、
こ
の
作
品
は
「
道
い
の
本
源
に
つ
い
て
論
じ
た
論
文
で
あ
っ

て
、
こ
の
中
で
説
か
れ
る
発
か
ら
孟
子
ま
で
の
道
の
伝
統
が
い
わ
ゆ

る
「
道
統
い
で
あ
り
、
道
統
論
の
体
系
の
中
で
は
孟
子
以
外
の
諸
子

は
斥
け
ら
れ
て
よ
い
か
ら
で
あ
る
。
愈
が
こ
の
よ
う
な
鹿
沼
な
思
想

体
系
を
持
っ
か
に
見
え
て
、
そ
の
突
、
先
に
と
り
あ
げ
た
よ
う
に
あ

る
一
群
の
作
品
で
は
全
く
正
反
対
の
立
場
を
述
べ
て
い
る
の
は
な
ぜ

で
あ
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
愈
の
矛
盾
は
、
つ
と
に
季
鎮
准
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ

ゅ

て
い
る
が
、
不
氏
は
そ
の
原
図
を
当
時
の
社
会
矛
活
の
反
映
で
あ
る

と
す
る
。
ま
た
、
章
第
徳
氏
の
ぺ
斡
愈
文
選
…
も
こ
の
問
題
に
ふ
れ

ov 

て
い
る
が
、
脅
か
れ
た
時
期
に
よ
る
窓
見
の
相
違
で
あ
ろ
う
と
す
る

の
が
、
章
氏
の
見
解
で
あ
る
。
し
か
し
私
は
、
こ
れ
ら
二
氏
と
は
別

の
原
因
と
考
え
た
い

Q

す
な
わ
ち
い
ず
れ
に
し
ろ
二
氏
の
見
解
で

は
、
韓
愈
の
矛
盾
は
無
意
識
的
な
も
の
と
さ
れ
る
が
、
私
は
む
し
ろ

意
識
的
な
も
の
で
あ
る
と
思
う
。

こ
う
し
た
こ
と
を
考
え
る
の
に
ヒ
ン
ト
と
な
る
の
は
、
そ
れ
ら
の

作
品
が
ど
の
よ
う
な
立
場
で
書
か
れ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
G

愈

が
、
氷
点
元
年
に
兵
部
侍
郎
李
巽
に
差
し
出
し
た
書
簡
「
上
丘
ハ
部
李
侍

郎
書
」
に
「
翠
め
で
回
文
一
巻
を
献
ず
。
教
遂
を
扶
樹
し
て
、
明
白

に
す
る
所
有
ら
ん
」
と
一
一
一
一
口
う
。
朱
烹
の
考
異
で
は
、
そ
れ
は
原
道
・

原
性

V
原
設
・
原
人
・
原
鬼
の
い
わ
ゆ
る
「
五
原
i

一
の
諸
第
を
指
す

と
す
る
。
こ
れ
に
従
え
ば
、
「
原
道
」
は
い
わ
ば
行
巻
に
用
い
る
詩

文
開
様
に
、
自
分
を
売
り
こ
む
た
め
に
書
か
れ
た
作
品
と
い
え
る
。

で
は
他
の
「
原
道
い
と
同
じ
主
張
を
も
っ
作
品
寸
進
士
策
関
」
「
上

宰
相
書
」
(
ド
サ
議
尚
堂
開
設
問
」
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。

ま
ず
「
進
士
策
関
」
は
作
品
と
い
う
よ
り
も
、
進
士
の
試
験
問
題

と
し
て
愈
が
書
い
た
問
題
文
で
あ
り
、
公
的
な
文
書
に
属
す
る
。
ま

た
「
上
宰
相
官
官
い
は
一
一
一
度
目
の
博
学
宏
間
科
の
受
験
に
失
敗
し
た
い
夫

元
十
一
年
、
時
の
宰
相
に
宛
て
て
、
自
ら
が
採
用
さ
れ
て
よ
い
人
物

で
あ
る
こ
と
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
更
に
マ
斗

J

孟
尚
審
議
ど
は
、

溺
州
時
代
〈
元
和
十
四
年
)
大
願
と
い
う
偽
と
交
遊
し
て
い
た
た
め

に
、
愈
に
仏
教
を
信
仰
し
て
い
る
と
い
う
評
判
が
立
ち
、
後
(
一
光
和

の
孟
僚
が
そ
の
こ
と
を
手
紙
で
問
い
質
し
て
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き
た
の
に
対
す
る
返
信
で
あ
っ
て
、
自
分
の
立
場
は
依
然
と
し
て
伝

統
的
儒
家
思
想
を
尊
ぶ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
弁
明
し
た
も
の
で
あ

る
。
従
っ
て
こ
れ
ら
三
つ
の
作
品
は
公
的
な
発
言
で
あ
る
か
、
あ
る

い
は
白
己
の
立
場
を
は
っ
き
り
と
打
ち
出
し
て
お
く
必
要
か
ら
書
か

れ
た
も
の
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
そ
こ
に
は
、
「
原
道
」
と

同
じ
心
思
が
働
い
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
れ
に
対
し
、
そ
の
逆
の
立
場
の
も
の
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

「
送
孟
東
野
序
い
は
親
友
孟
郊
の
た
め
に
書
い
て
や
っ
た
序
文
で
あ

り
、
こ
こ
に
は
愈
独
自
の
大
胆
な
文
学
論
が
形
成
さ
れ
て
い
る
Q

戸
十
棟
給
事
書
い

(
m
m
駒
沢
集
巻
十
七
〉
に
「
送
孟
郊
序
一
言
い
と
名
前

が
見
え
る
こ
と
か
ら
当
時
給
事
中
で
あ
っ
た
陳
京
に
贈
っ
た
こ
と
が

分
か
る
が
、
辺
市
議
し
直
す
般
が
な
か
っ
た
(
不
能
挨
吏
潟
ご
と
一
一
一
一
向

う
よ
う
に
、
最
初
か
ら
そ
の
人
に
与
え
る
目
的
で
書
か
れ
た
も
の
で

は
な
い
。
ま
た
っ
山
肌
息
子
」
一
ー
読
布
い
は
、
そ
れ
ぞ
れ
思
}
子
、
荷
予

を
読
ん
だ
際
の
読
書
ノ

i
ト
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
自
ら
の
率
誌

な
感
想
を
書
き
つ
け
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
「
進
学
解
」
は
元
和

七
、
八
年
頃
、
一
一
一
度
目
の
国
子
博
士
に
降
格
と
な
っ
た
時
の
作
品
で

あ
り
、
自
己
の
不
過
を
動
機
と
し
、
東
方
朔
の
「
答
客
難
」
や
揚
雄

の
「
解
糊
i
一
に
倣
い
、
問
答
形
式
を
用
い
て
公
正
な
人
材
登
用
を
訴

え
た
文
章
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
も
誰
か
に
霞
接
悲
し
出
し
た
も
の

で
は
な
く
、
自
ら
の
不
満
を
文
学
作
品
と
し
て
結
品
さ
せ
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
従
っ
て
以
上
の
郎
作
品
は

私
的
な
発
言
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
私
は
次
の
よ
う
な
仮
説
を
立
て
て
み
た
い
ο

す
な
わ

ち
、
愈
が
間
つ
の
作
品
で
墨
・
初
に
対
し
て
否
定
的
な
立
場
を
と
っ

た
の
は
意
識
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
「
涼
道
」
に
代
表
さ
れ
る
、
儒

家
正
統
思
想
の
信
奉
者
と
し
て
の
立
場
と
矛
盾
が
な
い
よ
う
に
議
論

を
整
え
た
の
だ
と
考
え
る

Q

こ
れ
に
対
し
、
他
の
四
つ
の
作
品
は
公

的
な
も
の
で
は
な
い
た
め
、
そ
う
し
た
気
を
つ
か
う
必
要
が
な
く
、

本
音
に
近
い
言
葉
を
吐
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
愈
は
作
品
に
よ
っ
て
は
、
ハ
ム
に
お
け
る
自
分
自
身
の
立

場
を
表
現
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
よ
り
私
的
な
立
場
で

書
か
れ
た
作
品
と
比
較
す
る
と
、
内
容
の
矛
盾
が
じ
る
の
で
あ

可
心
。

な
ど
に
比
べ
て
よ
り
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で
は
こ
れ
を
と
の
関
わ
り
で
み
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
こ
と

が
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
そ
れ
を
、
彼
が
友
人
に
宛
て

を
中
心
に
述
べ
て
み
よ
う
と
思
う
。

四

坊

の

徐

部

営

の

一

文

体

明

弁

;

一

は

、

つ

い

て

、

台
記
の
体
、
本
は
一
一
一
一
口
を
尽
く
す
に
在
り
。
:
:
:
若
し
夫
れ
尊
卑
序

有
り
、
窺
疏
宜
し
き
を
得
る
は
、
是
れ
又
た
節
文
の
間
に
在
り
」
と

の



つ
ま
り
、
書
簡
と
は
そ
の
人
の
真
J

笑
を
の
ベ
尽
く
す
の
と
向

時
に
、
身
分
や
親
裁
に
応
じ
て
修
飾
の
度
合
い
が
変
わ
る
べ
き
も
の

で
あ
る
Q

従
っ
て
真
実
は
最
も
親
し
い
友
人
で
あ
る
ほ
ど
露
わ
に
述

べ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
韓
愈
文
学
の
素
顔
も
そ
う
し
た
部
分
に
窺
え

る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

愈
の
文
集
で
、
書
簡
と
呼
べ
る
も
の
は
、
全
部
で
五
十
八
偽
存
す

る
Q

し
か
し
、
大
半
は
上
官
か
後
輩
に
宛
て
た
も
の
で
、
友
人
へ
の

護
衛
は
多
く
は
な
い
。

私
は
ま
ず
、
愈
が
上
官
に
宛
て
た
書
簡
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
て

お
き
た
い
。

「
上
究
滑
州
最
一
向
い
は
現
行
の
文
集
に
収
め
ら
れ
る
愈
の
書
簡
の
中

で
は
最
も
早
い
時
期
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
間
尺
滑
州
と
は
当
時

滑
州
制
約
史
兼
義
成
箪
節
度
伎
で
あ
っ
た
賀
枕
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の

番
街
は
愈
が
ま
だ
進
士
に
も
合
格
し
て
い
な
か
っ
た
二
十
三
歳
の
時

に
出
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
早
く
も
、

J
h
v

と

愈
は
儒
服
す
る
者
な
れ
ば
、
敢
え
て
他
の
術
を
用
て
進
む
を
千

⑬
 

め
ず
。

と
、
自
ら
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
ο

ま
た
、
点
先
十
一

年
、
時
の
宰
相
に
宛
て
た
番
卒
和
書
」
で
は
、

そ
の
読
む
所
は
皆
型
人
し
て
、
楊
患
釈
老
の
学
、
そ
の

⑫
 

心
に
入
る
所
無
し
。

と
い
う
。
こ
れ
も
述
べ
る
と
こ
ろ
は
「
上
質
滑
州
書
」
と
同
じ
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
い
ず
れ
も
自
分
が
儒
家
の
伝
統
の
継
承
者
で
あ

る
こ
と
を
強
諒
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
自
分
自
身
の
立
場
に
つ
い
て
は
っ
き
り
と
述
べ
よ

う
と
す
る
傾
向
が
上
官
に
宛
て
た
書
簡
に
は
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は

弟
子
や
後
輩
に
与
え
た
書
簡
の
場
合
も
同
様
な
の
で
あ
る
。
例
え

ば
、
「
韓
門
」
の
一
人
に
数
え
ら
れ
る
張
籍
が
、
師
の
韓
愈
の
議
論

好
き
な
態
度
を
戒
め
た
書
簡
を
出
し
た
時
も
、
愈
は
そ
れ
に
答
え
た

一
:
答
張
籍
書
」
の
中
で
、

僕
、
聖
人
の
道
を
得
て
之
を
請
す
る
よ
り
、
前
(
釈
老
)
の
二

⑬
 

家
を
排
す
る
こ
と
年
有
り
。

と
、
自
分
自
身
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
、
議
論
と
い
う
行
為
の

正
当
性
を
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
、
愈
を
慕
っ
て
集
ま
っ
て
く
る
後

輩
た
ち
に
向
か
っ
て
も
、
「
術
バ
能
く
一
一
一
問
う
所
の
者
は
皆
古
え
の
道
」

⑫

③

 

(
答
尉
遅
生
害
)
、
「
愈
の
志
は
古
え
の
遂
に
在
り
」
(
答
練
生
番
〉
と

い
っ
て
、
自
分
が
拠
っ
て
立
つ
所
が
ど
こ
に
夜
る
か
を
示
し
て
み
せ

る。
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と
こ
ろ
が
、
友
人
に
宛
て
た
書
簡
で
は
そ
う
で
は
な
い
。
そ
れ

を
、
次
に
詳
し
く
述
べ
て
み
た
い
。

五



日
に
一
i

友
人
」
と
い
っ
て
も
そ
の
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
私
は
ひ
と
ま
ず
科
挙
の
設
第
の
年
が
同
じ
で
あ
る
こ
と

を
第
一
の
目
安
と
し
て
考
え
た
い
。
い
わ
ゆ
る
同
年
の
進
士
で
あ

る
。
唐
代
の
何
年
進
士
に
つ
い
て
、
清
の
顧
炎
武
の
「
日
知
録
い
に

次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
り
興
味
深
い
。

今
人
間
じ
く
挙
せ
ら
る
る
を
以
て
肉
年
と
為
す
。
唐
の
窓
宗
、

李
絡
に
開
い
て
日
く
、
人
の
間
年
に
於
け
る
や
、
間
よ
り
情
有

た
ま
た
ま

る
か
と
。
対
え
て
臼
く
、
同
年
は
乃
ち
九
州
四
海
の
入
、
偶
と

科
第
を
向
じ
う
し
、
成
い
は
科
に
設
っ
て
然
る
後
に
相
識
る
の

み
。
情
、
仰
に
於
て
か
有
ら
ん
と

Q

然
れ
ど
も
穆
宗
、
車
一
甫
鉢

を
抹
叶
ん
と
欲
す
る
靴
、
宰
相
令
狐
楚
・
瀧
像
、
同
年
の
進
士

を
以
て
之
を
保
護
す
。

こ
れ
は
同
年
の
進
士
で
あ
る
が
ゆ
え
の
結
び
つ
き
が
決
し
て
弱
く

な
い
こ
と
を
示
す
。
ま
た
、
科
挙
の
及
第
者
た
ち
は
知
寅
挙
を
産
主

と
称
し
、
自
ら
は
門
生
と
名
乗
っ
て
党
派
を
作
っ
た
と
い
う
。
こ
の

こ
と
か
ら
、
帰
台
ど
う
し
の
結
合
も
当
然
密
接
で
あ
っ
た
こ
と

が
想
像
で
き
る
。

愈
は
貞
一
克
八
年
に
進
士
に
合
格
し
て
い
る
が
、
徐
松
の
「
登
科
記

考
ん
に
よ
れ
ば
、
こ
の
年
に
は
他
に
二
十
二
名
の
合
格
者
が
い
る
。

そ
の
中
で
愈
の
出
し
た
書
簡
が
残
っ
て
い
る
の
は
、
侯
継
、
提
群
、

@
 

潟
宿
、
李
絡
の
朗
人
に
つ
い
て
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
「
答
侯
継
書
L

(
品
物
被
集
巻
十
六

)
7
h寸

J
W
住
群
議
」
(
開
巻
十
六
)
鴻
指

巻
十
七
)
戸
ナ
鴻
宿
論
文
書
」
(
同
巻
十
七
)
戸
ナ
華
州
李
尚

(
開
巻
十
九
)
の
五
篇
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
孟
郊
に
宛
て
た

書
簡
「
与
一
市
東
野
設
い
(
同
巻
十
五
)
も
こ
れ
ら
と
同
列
に
と
り
あ

げ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
孟
郊
は
、
普
通
は
い
わ
ゆ
る
「
韓
門
」
の
弟

子
の
一
人
と
し
て
数
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
愈
自
身
が
孟
郊
に

対
し
て
弟
子
以
上
の
特
別
の
尊
敬
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
、
そ
の
人

の
た
め
に
書
い
た
序
文
「
送
孟
東
野
序
」
の
中
で
、
彼
の
文
学
を
開

③
 

じ
門
人
の
李
鰯
や
張
籍
よ
り
一
段
高
く
評
価
し
、
李
白
・
社
雨
、
あ

る
い
は
同
年
の
李
鋭
に
匹
敵
さ
せ
て
い
る
こ
と
や
、
つ
答
楊
子
書
い

の
中
で
「
ー
友
朋
の
中
に
、
敬
信
す
る
所
の
者
は
、
平
問
問
の
孟
東
野
な

舎り
」
と
一
一
一
一
口
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
合
計
六
倍
加
の
「
友
人
」
へ
の
書
簡
に
つ
い
て
年
代
版
に
と
り

あ
げ
て
み
た
い

G

付
答
侯
継
帝
一
一
ば

こ
の
書
簡
は
貞
一
冗
十
一
年
、
一
二
度
目
の
博
学
宏
詞
科
の
受
験
に
失

敗
し
た
時
の
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
文
面
は
悲
観
的
色
彩
に
満
ち

る
。
こ
う
し
た
状
況
と
な
っ
て
は
暫
ら
く
退
帰
し
て
勉
強
し
直
し
た

い
、
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
、

行
と
自
ら
念
え
ら
く
、
方
に
当
に
遠
く
去
っ
て
、
深
き
に
潜
れ

ノ
、
一
一
宮
4m換

に
伏
し
て
、
時
世
と
相
痛
か
ざ
る
べ
し
と
。
・
:
:
ム
f

幸
い
に
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時
の
用
う
る
所
と
為
ら
ず
し
て
、
朝
夕
役
役
の
労
無
し
。
将
に

試
み
に
学
ば
ん
と
す
ο
力
足
ら
ず
し
て
宿
る
後
に
止
ま
ん
。
猶

お
将
に
時
俗
の
争
う
一
所
に
汲
汲
と
し
て
、
既
に
得
ず
し
て
天
を

怨
み
人
を
尤
む
る
者
に
愈
ら
ん
と
す
。
此
れ
が
今
の
志
な

@
 o

 

h
ソ

と
い
う
。
と
こ
ろ
が
愈
は
そ
の
直
後
に
持
の
宰
相
に
宛
て
て
三
通

@
 

の
書
簡
を
出
し
て
お
り
、
自
分
を
官
吏
と
し
て
採
用
す
る
よ
う
に
要

請
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
穏
遁
と
い
う
こ

と
に
対
し
て
、
こ
れ
を
正
樹
か
ら
拒
否
す
る
態
度
を
と
っ
て
い
る
。

い
ま
一
一
一
通
自
の
書
簡
「
後
廿
九
日
復
上
書
」
か
ら
引
用
す
れ
ば
、

ち
ょ
う

土
の
滋
を
行
う
表
、
朝
に
得
ざ
れ
ば
、
別
ち
山
林
の
み
。
山
林

は
、
土
の
独
り
普
く
し
自
ら
養
う
所
に
し
て
、
天
下
を
憂
え
ざ

る
者
の
能
く
安
ん
ず
る
所
な
り
ο

如
し
天
下
を
憂
う
る
の
心
有

③
 

ら
ば
、
別
ち
能
わ
じ
。

と
い
う
ο

こ
の
一
一
つ
の
た
態
度
の
う
ち
、
こ
れ
ま
で
は
後
者
の
み
が

愈
の
立
場
を
述
べ
た
も
の
と
し
て
引
か
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

そ
し
て
前
者
の
態
度
は
一
種
の
ポ
ー
ズ
と
し
て
見
過
ご
さ
れ
て
き

③
 

た
。
し
か
し
、
そ
の
廷
し
出
し
た
利
子
を
考
え
れ
ば
、
ポ
ー
ズ
を
と

る
と
す
れ
ば
、
む
し
ろ
後
者
に
お
い
て
で
は
あ
る
ま
い
か
。

鴻
宿
と
愈
は
、
貞
一
克
年
間
に
は
と
も
に
張
建
封
の
部
下
で
あ
っ

た
。
更
に
「
旧
唐
室
田
」
鴻
宿
伝
に
は
「
会
午
、
韓
愈
、
仏
骨
を
論
ず
。

鍋
の
宰
、
宿
、
が
疏
を
草
せ
し
を
疑
い
、
出
身
ぐ
れ
て
款
…
州
一
刺
史
と
為

る
」
と
い
う
記
事
が
見
え
、
の
ち
に
愈
と
相
当
親
し
か
っ
た
こ
と
が

窺
え
る
。
こ
の
書
鯖
は
貞
一
万
十
四
年
の
作
で
あ
る
か
ら
、
ま
だ
愈
が

叢
晋
の
幕
下
に
い
て
、
張
建
封
の
部
下
で
な
か
っ
た
時
期
の
も
の
で

あ
る
。こ

の
世
一
回
簡
に
於
て
も
悲
観
の
色
は
濃
い
。
そ
の
で
ま
ず
鴻
宿

か
ら
贈
ら
れ
た
賦
一
首
に
つ
い
て
、
努
力
す
れ
ば
古
人
の
域
に
達
す

る
と
ほ
め
つ
つ
、
し
か
し
古
人
の
よ
う
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
今
の

世
に
受
け
い
れ
ら
れ
る
と
は
隈
ら
な
い
、
と
し
て
、
富
己
の
体
験
を

次
の
よ
う
に
記
す
。

僕
文
を
為
る
こ
と
久
し
ο

毎
に
自
ら
意
中
に
則
っ
て
以
て
好
し

と
為
せ
ば
、
別
ち
人
必
ず
以
て
惑
し
と
為
す
。
小
し
く
意
に
称

え
ば
人
亦
た
小
し
く
之
を
掻
し
む
。
大
い
に
意
に
称
え
ば
即
ち

人
必
ず
大
い
に
之
を
怪
し
む
。
:
:
:
知
ら
ず
、
古
文
の
夜
ち
に

何
ぞ
今
の
世
に
用
い
ら
る
る
を
。
然
れ
ど
も
以
て
知
者
の
知
る

みま

ι
。句

を
挨
つ
の
み
。
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こ

れ

の

た

厳

し

い

現

実

を

そ

の

ま

し

た

も

の

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
と
同
じ
こ
と
を
そ
の
三
年
後
輩
の
李

坊
に
宛
て
て
自
ら
が
古
文
の
文
体
を
確
立
す
る
ま
で
の
過
程
を
説
い



で
』こ tま

っ、

く
る

そ

の

心

に

取

っ

て

る

や

、

惟

だ

保

…

一

誌

を

之

しり
v

て

、

、

、

、

れ
務
め
て
去
く
。
し
て
そ
れ
難
い
か
な
。
そ
れ
人
に

し
め
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

続
す
や
、
非
笑
の
非
笑
た
る
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
走
く
の
如
き

者
亦
た
年
有
り
。
獄
お
改
め
ず
し
て
、
然
る
後
に
十
日
常
一
間
の
正
偽

、
‘
、
.
、
.
、
、
、
.
、
‘

と
、
正
と
雌
も
杢
ら
ざ
る
者
と
を
織
る
。
:
:
:
そ
れ
人
に
鋭
す

、
.
、
司
、
.. 

、
.
、
‘
、
.
、
審
、
‘
、
.
，
、
.
，
、
.
、
，
、
、
、
‘
、
.
、
.
、
，
、
‘
、
‘
、
，
、
、
、
‘

や
、
之
を
笑
え
ば
別
ち
以
て
喜
び
と
為
し
、
之
を
誉
む
れ
ば
刻

、
曹
、
，
、
，
、
.
、
.. 

、
，
、
‘
、
.

ち
以
て
憂
い
と
為
す
。
そ
の
猶
お
人
の
説
く
者
存
す
る
を
以
て

な
り
。
走
く
の
如
き
者
亦
た
年
有
り
。
然
る
後
に
治
乎
と
し
て

お

二
」
つ
と
い
た
竹
内
}
1ノ
O

Y
4
4
、前
γ

U々
L
N
J
i
i

と
い
う
。
こ
の
世
一
間
簡
の
発
言
は
自
信
に
満
ち
て
い
る
。
「
い
つ
も

自
分
の
思
い
通
り
に
う
ま
く
で
き
た
も
の
に
つ
い
て
、
世
間
の
人
は

必
ず
そ
れ
を
よ
く
な
い
と
一
寄
っ
た
」
と
い
う
さ
き
の
書
僚
の
現
実

は
、
つ
け
分
の
文
章
を
人
に
示
す
と
槻
笑
を
買
っ
た
が
、
そ
れ
が
明

笑
で
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
か
な
か
っ
た
い
「
自
分
の
文
章
を
人
に
示

し
た
と
き
、
笑
わ
れ
れ
ば
却
っ
て
意
を
安
ん
じ
、
一
褒
め
ら
れ
れ
ば
却

っ
て
不
安
と
な
っ
た
い
と
い
う
よ
う
に
書
き
改
め
ら
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
そ
の
当
事
者
で
あ
っ
た
時
期
か
ら
あ
る
時
間
を
経
て
い
る
こ
と

と
、
李
初
と
い
う
…
人
の
門
弟
の
前
で
の
発
一
一
一
一
口
で
あ
る
こ
と
な
ど
が

作
用
し
た
故
の
、
余
裕
あ
る
こ
と
ば
に
他
な
ら
な
い

Q

文
学
批
評
史

上
、
斡
愈
の
文
学
理
論
を
説
く
際
に
必
ら
ず
と
り
あ
げ
ら
れ
る
の
が

こ
の
書
簡
で
あ
る
が
、
そ
の
一
一
諮
が
そ
う
し
た
余
裕
の
中
で
吐

か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
友
人
泌
宿
に
宛
て
ム

読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
い
民
元
十
六
年
、
す
な
わ
ち
張
建
封
の
部
下
の
一
人
と
し
て

徐
州
に
在
っ
た
時
、
常
州
に
い
た
孟
郊
に
宛
て
て
書
か
れ
た
書
簡
で

あ
る
ο

こ
の
中
で
愈
は
、
友
人
孟
郊
に
つ
い
て
、

足
下
才
高
く
気
清
し
。
古
え
の
道
を
行
な
っ
て
、
今
の
祉
に
処

る
。
回
無
く
し
て
衣
食
し
、
親
に
事
え
て
左
右
違
う
無
し
。
足

下
の
心
を
用
う
る
こ
と
勤
め
た
り
。
足
下
の
身
を
処
く
こ
と
労

し
て
立
つ
苦
し
め
り

Q

混
混
と
し
て
世
と
相
潟
り
、
独
り
そ
の

心
古
人
を
追
っ
て
之
に
従
う
。
足
下
の
道
そ
れ
吾
を
し
て
悲
し

③
 

ま
し
む
。
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と
述
べ
、
一
ー
ご
た
ご
た
と
俗
世
間
と
共
に
渇
り
な
が
ら
、
そ
の
心

だ
け
は
古
代
の
人
々
に
追
い
従
っ
て
い
る
」
と
彼
を
褒
め
た
た
え
て

い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
「
古
え
の
道
い
が
「
今
の
世
」
に
い
れ
ら
れ

な
い
こ
と
が
強
く
意
識
さ
れ
た
こ
と
ば
な
の
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
こ

そ
っ
あ
な
た
の
そ
の
よ
う
な
生
き
方
は
私
を
悲
し
ま
せ
る
」
と
友
に

こ
こ
で
も
愈
は
悲
観
的
現
実
を
そ
の
ま
ま
に
記
し
て
い
る
の

で
中
の
る
。



こ
の
書
簡
は
四
門
博
士
時
代
の
貞
一
克
十
八
年
に
警
か
れ
た
も
の
で

あ
る
ο

愈
と
桜
群
の
交
情
の
深
さ
を
示
す
も
の
と
し
て
は
、
ま
さ
に

さ
き
の
ぺ
日
知
録
」
と
問
様
の
例
が
「
通
鑑
」
(
巻
二
百
四
十
)
に

見
え
る
。
そ
れ
は
元
和
十
四
年
、
「
論
仏
間
管
表
」
を
奉
っ
て
憲
宗
の

怒
り
に
あ
い
、
死
罪
を
言
い
渡
さ
れ
よ
う
と
し
た
時
、
当
時
重
臣
で

あ
っ
た
裟
度
と
桜
群
が
愈
の
た
め
に
発
言
し
て
か
ば
っ
た
こ
と
で
、

死
罪
を
免
が
れ
、
潮
州
へ
の
流
罪
で
す
ん
だ
と
い
う
記
事
で
あ
る
。

ハ
巻
四
「
師
友
い
)
で
も
、
こ
れ
か
ら
と
り
あ
げ
る

を
引
用
し
、
二
人
が
親
し
か
っ
た
こ
と
を

ま
た

う愈
。の

こ
の
議
簡
は
、
章
第
徳
氏
の
つ
韓
愈
文
選
」
の
中
で
指
摘
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
「
与
議
東
野
書
い
と
風
格
が
よ
く
似
て
い
る
。
玄
氏
が

指
摘
す
る
類
似
点
の
一
つ
は
、
二
つ
の
脅
簡
が
と
も
に
隠
遁
へ
の
掻

れ
を
述
べ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
在
群
・
議
郊
が
愈
に
と
っ
て
最
も
気

ご
こ
ろ
の
知
れ
た
友
人
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
こ
う
し
た
「
街
路
終

老
い
の
気
持
ち
が
述
べ
ら
れ
た
の
で
あ
る
と
言
う
(
四
一
一
一
一
丸
三

つ
ま
り
「
与
孟
東
野
警
い
で
悲
観
的
現
実
を
そ
の
ま
ま
書
き
つ
け

よ
う
と
し
た
態
度
は
、
こ
こ
に
於
て
も
濃
厚
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に

あ
っ
て
次
の
ご
と
き
懐
疑
も
述
べ
ら
れ
る
の
で

こ
そ
、
こ
の

あ
る
。

古
え
よ
り
資
者
少
な
く
、

不
肖
者
多
し
。
事
を
省
せ
し
よ
り
以

来
、
又
た
賢
者
恒
に
不
遇
に
し
て
、
不
賢
者
比
肩
し
て
青
紫
、

賢
者
恒
に
以
て
自
ら
存
す
る
無
く
、
不
賢
者
志
満
ち
気
得
、
賢

す
み

者
卑
位
を
得
と
難
も
則
ち
旋
や
か
に
し
て
死
し
、
不
賢
者
或
い

は
眉
寿
に
至
る
を
見
る
。
知
ら
ず
、
造
物
者
の
意
寛
に
如
何
、

乃
ち
好
悪
す
る
所
、
人
と
心
を
異
に
す
る
こ
と
無
か
ら
ん
や
。

み

又
た
知
ら
ず
、
乃
ち
都
な
省
-
記
せ
ず
し
て
、
そ
の
死
生
寿
夫
に

@
 

任
す
こ
と
無
か
ら
ん
や
。

こ
れ
は
、
造
物
者
す
な
わ
ち
天
に
対
す
る
壊
疑
で
あ
る
。
物
心
つ

い
て
以
来
克
て
き
た
現
実
、
そ
れ
は
「
不
賢
者
」
に
甘
く
、
「
資
者
」

に
は
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
現
実
を
容
認
す
る
天
の
意

は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
わ
れ
わ
れ
人
間
と
は
善
悪
の
判

断
基
準
が
異
な
っ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
世
の
あ
る
が
ま
ま
に
任

せ
っ
き
り
な
の
か
。
こ
う
し
た
天
へ
の
疑
問
は
、
限
前
の
現
実
に
対

す
る
強
い
不
満
と
表
裏
一
体
の
も
の
で
あ
っ
て
、
か
く
不
如
意
な
現

実
を
そ
の
ま
ま
に
反
映
さ
せ
て
い
る
点
に
、
こ
の
の
特
色
は
あ

る
で
あ
ろ
う

Q
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的

w
答
潟
宿
番

こ
れ
は
元
和
二
年
に
れ
て
い
る
。
愈
と
潟
宿
が
殺
し
い
関
係

に
あ
っ
た
こ
と
は
付
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
こ
の
書
簡
を
読
め

ば
、
こ
の
時
期
に
五
つ
て
は
親
密
さ
が
増
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
ο

ま
ず
、
「
僕
が
観
け
た
る
一
併
を
恐
示
せ
ら
る
。
情
の
歪
れ
る
に



@
 

非
ず
ん
ば
、
僕
安
ん
ぞ
此
の
一
一
誌
を
開
く
を
得
ん
い
と
い
の
文

か
ら
、
潟
宿
が
愈
に
対
し
て
「
閥
け
た
る
所
ん
を
指
摘
す
る
書
簡
を

出
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
し
、
ま
た
別
の
部
分
で
勺
足
下
時
に
撲

と
肘
り
、
朝
夕
に
出
入
起
射
を
同
じ
う
す
れ
ば
、
亦
た
僕
が
不
善
有

@
 

る
を
見
る
や
」
と
い
う
の
も
、
二
人
の
親
密
な
関
係
を
示
す
資
料
で

あ
る
Q

こ
の
書
簡
は
そ
う
し
た
親
友
の
指
摘
に
対
し
て
反
論
す
る
も

の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
感
謝
し
、
自
身
の
苦
境
を
一
比
政
に
吐
露
し
た

も
の
で
あ
る
ο

こ
の
世
一
向
簡
が
脅
か
れ
た
元
和
二
年
、
愈
は
洛
mm
に
勤

務
し
て
い
た
が
、
洛
m
慨
に
移
る
前
は
、
権
知
関
子
博
士
と
し
て
長
安

に
一
年
い
た
。
そ
の
頃
の
こ
と
を
問
恕
し
て
、

京
城
に
在
り
し
時
、
法
器
た
る
徒
、
相
明
日
る
こ
と
百
倍
せ
り
。

:
僕
、
京
城
〆
に
在
る
こ
と
一
年
、
一
た
び
も
賢
人
の
門
に
至

お
も
む

ら
ず
。
人
の
趨
く
所
は
、
僕
が
徹
す
る
所
な
り
。
己
れ
と
合
う

者
は
、
別
ち
之
に
従
っ
て
遊
び
、
合
わ
ざ
る
者
は
、
吾
が
麗
に

造
る
と
雌
も
未
だ
嘗
て
之
と
坐
せ
ず
。
此
れ
査
に
徒
ら
に
誘
り

を
致
す
に
足
る
の
み
な
ら
ん
や
。
人
に
毅
せ
ら
れ
ざ
る
こ
と
、

@
 

則
ち
幸
い
な
り
。

と
こ
の
書
簡
で
は
言
っ
て
い
る
Q

貞
一
五
十
四
年
の
「
与
鴻
宿
論
文

書
い
は
文
学
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
元
和
二
年

の
書
簡
は
ひ
た
す
ら
現
在
の
苦
境
を
写
す
の
に
急
で
あ
る
。
こ
う
し

た
内
容
の
変
化
は
、
二
人
の
友
人
関
係
の
進
展
と
関
連
す
る
も
の
と

い
え
よ
う
。

華
州
李
尚
致
問
と
い
う
の
は
、
李
絡
の
こ
と
で
あ
る
。

(
巻
百
六
十
四
)
の
伝
に
よ
れ
ば
、
一
万
和
九
年
、
礼
部
尚
書
を
授
け

ら
れ
、
十
年
、
検
校
一
戸
部
尚
喜
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
ち
地
方
へ
出
さ

れ
、
華
州
の
刺
史
と
な
る
。
愈
が
「
与
華
州
李
尚
幸
一
同
事
一
ど
を
出
し
た

の
は
こ
の
時
で
あ
っ
て
、
当
時
、
考
功
邸
中
兼
知
制
訟
で
あ
っ
た
。

書
簡
は
、
友
人
の
現
在
の
地
位
が
め
ぐ
ま
れ
ぬ
の
を
思
い
や
っ
た

も
の
で
あ
る
。
「
華
州
は
突
に
百
郡
の
首
に
し
て
、
藩
維
に
重
し
と

雌
も
、
然
れ
ど
も
関
下
之
に
居
る
こ
と
は
、
別
ち
所
を
失
え
り
と
為

ふ
げ
と
、
任
地
が
友
人
に
不
つ
り
あ
い
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
あ

し

ι
、
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過
客
俗
予
に
接
す
る
に
、
口
を
絶
っ
て
時
事
を
技
け
ず
、
務
め

@
 

て
崇
深
を
為
し
、
以
て
嫉
妬
の
口
を
拒
止
せ
よ

Q

と
い
う
。
つ
ま
り
、
旅
人
や
俗
人
の
前
で
は
政
治
に
つ
い
て
の
論

評
を
慎
し
み
、
行
い
を
高
尚
に
し
、
妬
ま
れ
な
い
よ
う
友
人
に
在
意

を
喚
起
し
た
も
の
で
あ
る

Q

こ
れ
は
、
愈
r

白
身
が
そ
う
し
た
注
意
を

怠
っ
た
た
め
に
、
誹
誘
や
中
傷
を
受
け
た
体
験
を
踏
ま
え
た
発
言
と

思
わ
れ
る
Q-'-，、、



以
上
論
じ
た
よ
う
に
、
韓
愈
が
友
人
に
宛
て
て
書
い

葉
は
、
あ
く
ま
で
も
rM分
の
体
験
し
た
現
実
を
体
験
し
た
ま
ま
に
忠

実
に
写
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
c

い
わ
ゆ
る
「
道
統
論
」
の
ご
と

き
抽
象
的
議
論
は
こ
こ
で
は
見
出
さ
れ
な
い
。

こ
の
事
実
は
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ

ち
、
愈
は
上
官
・
後
輩
な
ど
交
流
上
に
お
い
で
あ
る
一
線
を
闘
す
べ

き
人
々
に
対
し
て
は
、
儒
家
的
な
「
道
」
を
載
せ
た
文
章
を
車
問
く
こ

と
で
自
分
の
立
場
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
文
章
が
彼
自
身

を
強
く
押
し
出
し
た
作
品
で
あ
る
と
考
え
る
の
は
正
し
く
な
い
。
真

実
の
愈
は
、
む
し
ろ
、
改
ま
っ
て
叶
滋
い
を
説
く
必
要
の
な
い
、
友

人
に
宛
て
た
書
簡
に
こ
そ
窺
え
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
「
原
道
い
の
よ
う
に
自
分
を
売
り
こ
も
う
と
し
て
惑
か

れ
た
も
の
を
除
け
ば
、
「
雑
法
制
い
の
作
品
の
多
く
は
、
世
の
中
に
つ

い
て
の
不
平
不
満
を
動
機
と
し
て
、
韓
愈
が
自
分
自
身
の
た
め
に
書

い
た
も
の
で
あ
る
。
も
し
、
自
分
自
身
の
た
め
、
と
い
う
の
が
言
い

す
ぎ
で
あ
る
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
、
特
定
の
個
人
に
気
を
つ
か

っ
て
脅
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
、
と
は
営
問
え
る
で
あ
ろ
う
ο

す
な
わ

ち
、
こ
こ
で
も
叶
道
ん
を
敢
え
て
説
く
必
要
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、

友
人
に
宛
て
た
詩
簡
と
同
様
の
、
・
日
出
な
立
場
で
文
章
が
警
か
れ
て

い
る
と
考
え
る
。
従
っ
て
そ
こ
に
は
、
友
人
へ
の
書
簡
に
見
ら
れ
た

よ
う
な
執
筆
態
度
i
i現
実
を
現
実
と
し
て
彼
自
身
の
限
に
よ
っ
て

の

見
据
え
て
い
こ
う
と
す
る
態
度
が
寅
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
冒
頭
に
取
り
あ
げ
た
「
送
李
恩
帰
盤
谷
序
い
の
場
合
も
同
様
で

あ
っ
て
、
李
患
の
よ
う
な
親
し
い
人
を
送
っ
た
序
文
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
が
、
世
俗
を
批
判
す
る
発
一
一
一
一
回
を
容
易
に
し
て
い
る
の
で
あ

る。
愈
は
こ
う
し
た
側
面
を
持
ち
な
が
ら
も
、
時
に
自
ら
の
立
場
を
示

す
も
の
と
し
て
「
道
;
了
を
鼓
吹
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
ο

そ
れ
は
、

彼
が
一
生
の
大
部
分
を
中
央
の
官
僚
と
し
て
、
あ
る
い
は
、
古
文
運

動
グ
ル
ー
プ
の
領
袖
と
し
て
す
ご
し
た
こ
と
に
関
係
し
て
い
る

Q

長

く
左
遷
さ
れ
、
…
地
方
官
と
し
て
生
涯
を
終
え
た
榔
宗
一
克
が
、
独
自

の
立
場
か
ら
社
会
風
刺
の
作
品
を
多
く
書
く
こ
と
が
出
来
た
の
と
は

対
照
的
で
あ
る
。

愈
の
文
学
の
「
素
顔
」
を
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
な
現
実
夜
視
の
一

回
に
認
め
る
と
す
る
な
ら
ば
、
コ
地
!
一
を
主
張
す
る
作
品
は
「
仮
説
い

に
称
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
作
品
が
、
多
分
に
意
識

的
に
自
ら
を
装
う
性
質
を
持
つ
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

韓
愈
の
散
文
文
学
が
「
道
い
を
主
張
す
る
側
部
と
そ
う
で
な
い
側

一
仰
を
合
わ
ぜ
も
つ
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
が
ど
の
よ
う
な
立
場
で

か
れ
た
か
と
い
う
こ
と
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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命議

巻
十
九
。
原
文
「
伺
候
於
公
郷
之
内
、
奔
走
於
形
勢



之
途
。
足
終
選
…
山
越
起
、
日
時
一
一
一
日
出
噺
一
問
。
蕗
械
汗
…
山
不
長
、
鰯
刑

zwm

説
教
心
徴
体
於
潟
…
、
老
死

m後
止
者
、
共
於
魚
人
賢
不
符
何
如
也
、

テ
キ
ス
ト
は
馬
茂
元
整
理
「
料
品
製
文
集
校
法
い
ハ
上
海
古
籍
出
版
社
、

一
九
八
六
年
〉
を
別
い
た
が
、
巻
数
は
東
雅
堂
本
一
jmm
則
前
先
生
集
」
(
以

下
品
潮
吹
集
〉
に
よ
っ
て
示
し
た
。

場
斡
愈
と
李
附
泌
が
親
し
い
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
清
水
茂
「
唐
山
木
八
家

文
」
上
(
朝
日
新
開
社
、
一
九
六
六
年
〉
五
六
J
五
七
…
良
を
参
照
。

告
郭
紹
虞
「
中
国
文
学
批
評
史
」
(
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
七
九
年
)

一
一
三
頁
に
も
「
地
所
溺
道
是
儲
家
之
道
」
と
一
一
一
川
う
。

④
口
問
瀧
集
巻
十
一
…
。
版
文
「
弟
子
不
必
不
如
側
、
部
不
必
賢
於
弟
子
、
開

選
有
先
後
、
街
業
有
専
攻
、
加
。
是
而
己
い
。

4

⑨
「
斡
愈
文
」
(
古
川
幸
次
郎
全
集
第
十
一
巻
)

⑥
清
水
潔
「
斡
愈
の
文
学
に
お
け
る
諮
誌
と
ユ
ー
モ
ア
」
〈
「
懐
徳
」
一
一
一
十

一
一
号
、
一
九
六
一
年
〉
、
松
本
梁

E
F愈
1
1
1
主
情
性
の
文
学
」
(
加
賀
博

士
退
官
記
念
中
間
文
史
哲
学
論
集
、
一
九
七
九
年
)
、
川
合
康
一
二
「
戯
れ

の
文
学
l

j
斡
愈
の
「
戯
」
を
め
ぐ
っ
て
」
(
日
本
中
間
学
会
報
第
三
十

七
集
、
一
九
八
五
年
)
な
ど
。

⑦
岳
製
集
巻
十
九
。
原
文
「
減
孫
氏
一
山
批
判
荷
郷
以
道
鳴
者
也
。
揚
朱
開
設
程

:
・
お
守
ぺ
A

山叶ル円お山内'代河一。

s
e
t
S
e
t
-
t
r
一『〆ペ
d
b
n
M
I
b

ゆ
そ
れ
ぞ
れ
品
梨
集
巻
十
一
、
恭
子
二
巻
十
一
一
。
な
お
蘇
献
は
愈
の

「
原
人
」
の
中
に
も
患
子
の
兼
愛
一
説
と
矛
脂
し
な
い
論
が
あ
る
と
し
(
経

進
東
波
文
集
事
略
巻
八
「
斡
愈
論
」
〉
、
本
鎮
准
氏
の
論
文
(
後
述
)
も
賛

同
す
る
が
、
意
織
的
な
向
調
で
は
な
い
と
忠
わ
れ
る
の
で
、
ム
J

「
原
人
」

は
と
り
あ
げ
な
い
。

⑨
日
間
梨
集
巻
十
一
。
原
文
「
周
遊
表
、
孔
子
授
、
:
:
:
其
…
一
一
一
口

者
、
不
入
子
楊
、
別
入
予
感
…
」
。
又
「
孔
子
傍
之
滋
料
、
利
之
死
、
不
得

其
俸
語
。
荷
輿
揚
也
、
探
…
4

胸
部
不
続
、
諮
一
世
州
市
不
詳
」
。

指
(
斡
愈
的
基
本
思
怨
及
其
矛
盾
」
(
人
民
文
学
出
版
社
刊
「
文
学
研
究
」

一
九
五
八
年
一
期
)

長
章
第
徳
選
注

2
W愈
文
選
」
(
人
民
文
学
出
版
社
、
一
九
八

O
年
〉
二

こ
し
ま
る

ザ

『

J
ノ
で
よ

寝
間
山
梨
集
巻
十
五
。
原
文
「
諜
猷
醤
文
一
巻
、
扶
樹
教
道
、
有
所
明
白
」
o

a
寸

m
m
駒
栄
先
生
集
校
問
先
」
巻
問
。
一
九
八
五
年
上
海
古
籍
出
版
社
影
印
本

一
二
七
真
。

蟻
巻
一
一
一
十
一
、
書
記
上
。
原
文
「
書
記
之
鰻
、
本
在
意
一
一
一
一
口

0

・
・
:
:
若
夫
晶
体

卑
有
序
、
親
疏
得
賞
、
是
又
存
乎
節
文
之
間
一
。

(
均
一
品
梨
集
巻
十
問
「
答
張
籍
指
一
一
同
」
か
ら
巻
十
九
「
京
一
ヂ
不
台
参
答
友
人

令
官
」
ま
で
の
五
十
議
及
び
、
外
集
、
遺
文
等
に
含
ま
れ
る
「
上
質
滑
州

議
同
」
「
上
考
功
握
虞
部
品
一
一
間
い
「
与
少
宗
一
李
拾
遺
骨
一
日
」
「
答
部
秀
才
論
史
書
」

「
与
大
願
書
一
「
答
役
生
向
論
語
書
」
「
皇
帝
即
位
賀
宰
相
一
時
」
「
上
張
徐
州

薦
辞
公
達
点
一
一
一
同
」
の
八
篇
を
「
書
箱
ー
一
の
範
聞
と
し
た
。

(
話
相
外
集
巻
一
ゴ
原
文
「
為
市
山
儒
服
者
、
不
敢
用
飽
術
干
準
」
。

⑫
岳
製
集
巻
十
六
。
原
文
「
其
所
譲
皆
翠
人
之
書
、
揚
義
務
老
之
挙
無
所

入
於
其
心
見

事
昆
察
集
巻
十
四
。
原
文
「
僕
自
得
翠
人
之
遁
而
一
一
間
之
、
排
前
二
家
有
年

会」
o

a
呂
繋
集
巻
十
五
。
原
文
「
抑
所
能
一
一
一
行
者
、
皆
十
日
之
道
、

争

原

文

「

愈

之

志

在

古

道

、
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⑫
「
日
知
録
」
巻
十
七
の
条
。
原
文
「
今
人
以
問
翠
潟
同
年
。

蹴
出
窓
京
間
本
γ
鮮
日
、
人
於
同
年
、
間
有
情
乎
ο
的
自
、
間
年
乃
九
州
四
海

之
人
、
偶
間
科
第
、
或
設
科
然
後
相
識
、
情
於
何
有
。
然
穆
宗
欲
諒
皇
甫

錦
、
市
小
学
相
令
狐
楚
粛
位
、
以
同
年
護
士
保
護
之
突
」
。

⑫
附
附
瑛
諒
氏
は
「
康
代
科
挙
与
文
学
」
(
挟
践
人
民
出
版
社
、
一
九
八
六

年
〉
の
中
で
、
鹿
主
と
内
生
が
互
い
に
依
存
し
て
い
た
事
例
を
幾
つ
か
あ

げ
た
の
ち
「
這
就
是
白
従
中
震
時
興
起
来
的
鹿
主
与
門
生
之
問
、
以
及
同

年
之
問
、
図
利
害
相
関
形
成
的
新
的
官
僚
綿
」
〈
問
書
二
回
一
一
頁
、
傍
点

引
用
者
)
と
い
う
。

出
ゆ
桜
群
、
李
総
刊
の
二
人
と
は
、
進
士
に
あ
が
る
以
前
か
ら
、
共
に
梁
粛
に

師
事
し
て
い
た
縁
で
の
知
り
あ
い
で
あ
っ
た
こ
と
が
「
麿
探
言
」
ハ
巻
七

「
知
己
い
〉
に
見
え
る
。

⑩
清
水
茂
氏
の
解
釈
(
「
庶
宋
八
家
文
い
上
一
一
一
七
J
一
一
一
八
頁
)
に
従
う
。

⑮
悶
間
接
集
巻
十
五
。
原
文
「
友
腕
之
中
、
所
敬
信
者
、
卒
民
一
流
東
野
レ
。

⑫
原
文
「
行
自
念
方
首
遼
去
、
潜
深
伏
襖
、
興
時
世
不
相
一
問
。
:
;
:
今
宰

不
局
時
所
用
、
無
靭
タ
役
役
之
務
、
路
試
翠
張
。
力
不
足
一
印
後
止
、
猶
賂

愈
於
汲
汲
於
時
俗
之
所
事
、
既
不
得
稲
怨
天
尤
入
者
、
此
一
品
目
今
之
志
也
、

⑩
「
上
宰
相
舎
一
間
い
「
後
十
九
日
復
上
書
」
「
後
廿
九
日
復
上
書
」
(
と
も
に
呂

制
球
集
巻
十
六
〉

脅

原

文

不
得
於
朝
、
別
山
林
両
日
突
。
山
林
者
、
土
之

者
之
所
能
安
也
。
如
有
愛
天
下
之
心
、
別
不

能怠〈」。

⑮
例
え
ば
前
野
被
彬
州
出
「
斡
退
之
」
(
集
英
社
、

を
参
照
。

一
九
八
一
一
一
年
)
六
人
文

⑨
旧
唐
堂
開
巻
百
六
十
八
。
原
文
「
曾
韓
愈
論
併
骨
、
時
宰
疑
宿
草
疏
、
出

箆
一
敏
州
刺
史
」
。

笹
原
文
「
僕
潟
文
久
、
毎
白
剤
一
意
中
以
潟
好
、
知
人
必
以
震
悪
企
〈
。
小
橋

一
意
人
亦
小
径
之
。
大
橋
一
意
朗
人
必
大
怪
之
也
。
:
:
:
不
知
古
文
直
何
用
於

今
世
也
。
然
以
挨
知
者
知
耳
元

争
日
間
契
集
巻
十
六
。
原
文
「
蛍
其
取
於
心
部
法
於
手
也
、
惟
陳
一
一
一
同
之
務

去
、
憂
憂
乎
其
難
哉

Q

其
親
於
入
、
不
知
其
非
笑
之
借
用
非
笑
也
。
如
走
者

亦
有
年
、
猫
不
改
、
然
後
識
古
書
之
正
偽
、
興
難
正
而
不
至
一
持
者
。
.

其
観
於
人
也
、
笑
之
期
以
借
用
車
問
、
審
之
期
以
潟
菱
、
以
其
猶
有
人
之
読
者

存
也
。
如
走
者
亦
有
年
、
然
後
浩
乎
其
滞
然
失
」
。

@
原
文
「
足
下
才
高
集
清
、
行
十
日
道
、
鹿
今
世
。
無
回
而
衣
食
、
事
裁
左

右
無
透
。
足
下
之
用
心
動
会
、
足
下
之
慮
身
勢
立
苦
笑
。
混
混
輿
世
相

湾
、
濁
其
心
迫
古
人
部
従
之
、
足
下
之
道
其
使
否
悲
也
、

@
原
文
「
自
古
賢
者
少
、
不
侍
者
多
。
自
省
事
己
来
、
又
見
賢
者
値
不

遇
、
不
賢
者
比
一
服
青
紫
。
賢
者
恒
無
以
自
存
、
不
賢
者
志
満
集
得
。
賢
者

雛
仰
向
卑
位
別
旋
一
雨
死
、
不
賢
者
或
歪
蔚
露
。
不
知
造
物
者
一
青
山
覚
如
何
、
無

乃
所
好
慈
輿
人
異
心
哉
。
叉
不
知
無
乃
都
不
省
記
、
任
其
死
生
一
審
問
夫
邪
」
。

(
鍛
原
文
「
」
指
示
僕
所
閥
、
非
情
之
五
、
僕
安
待
問
此
一
一
一
一
問
、

母
原
文
「
足
下
時
興
撲
居
、
朝
夕
間
出
入
起
居
、
亦
見
僕
有
不
諮
問
乎
」
。

母
原
文
「
在
京
域
時
、
京
窓
之
徒
相
替
百
一
倍
。
:
;
:
撲
在
京
城
一
年
、
不

一
奈
貴
人
之
内
、
人
之
所
趨
、
僕
之
所
倣

o
mハ
己
合
者
別
従
之
遊
、
不
合

者
難
法
一
九
同
渡
米
他
府
輿
之
談
。
此
輩
徒
足
致
誘
而
己
、
不
毅
於
人
別
幸
世
」
。

争
原
文
「
華
州
難
費
百
郡
之
首
、
震
於
藩
維
、
然
倒
下
院
灼
之
、
財
保
対
失

所
、
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@
原
文
「
接
、
過
客
俗
子
、
純
日
一
小
挫
時
事
、
務
鴻
巣
深
、
以
拒
止
嫉
拓
之

口一。

ハ
筑
波
大
学
大
学
院
)
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