
韓
愈

「
鰯
魚
文
」

の
位
置

て
は
じ
め
に

韓
愈
(
七
六
八

i
八

二

郎

)

に

(

鱒

魚

文

)

と

題

す
る
散
文
が
あ
る
。
こ
れ
は
潮
州
に
繁
殖
し
て
家
奮
を
食
い
荒
ら
し

て
い
た
ワ
ニ
の
…
権
「
鱗
魚
」
に
対
し
て
問
地
を
立
ち
去
る
よ
う
に

命
令
す
る
特
異
な
内
容
の
文
章
で
あ
る

Q

こ
の
文
章
は
同
司
蔚
番
』

に
引
用
さ
れ
、
韓
愈
が
潮
州
に
左
遷
さ
れ
た
一
見
和
十
四
年

(
八
…
九
)
、
五
十
二
歳
の
時
に
警
か
れ
た
も
の
と
さ
れ
る
。

小
稿
で
は
、
ニ
の
「
鱒
魚
文
」
と
い
う
散
文
が
過
去
に
ど
の
よ
う

に
読
ま
れ
て
き
た
か
を
ジ
ャ
ン
ル
論
的
な
観
点
か
ら
検
討
し
、
本
作

品
が
中
間
出
散
文
文
学
史
上
に
お
い
て
占
め
る
位
置
に
つ
い
て
論
ず
る
。

。〉

二
、
「
纏
魚
文
」
と
荷
『
唐
審
b

「
鱗
魚
文
」
が
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
雨
明
著
書
』

に
引
用
さ
れ
た
こ
と
が
大
き
い
c

し
か
し
そ
の
引
用
の
仕
方
に
は
大

谷

口

匡

き
な
慈
異
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
現
行
の
韓
愈
の
文
集
で
は
、
寡
徳

の
君
主
は
遠
方
の
地
を
領
有
で
き
ず
、
一
長
江
・
漢
江
流
域
は
も
と
よ

り
、
さ
ら
に
速
い
潮
州
を
見
捨
て
て
き
た
こ
と
、
機
魚
が
繁
殖
す
る

の
に
瀬
川
川
自
体
が
も
と
も
と
適
し
た
地
で
あ
っ
た
こ
と
を
、

及
後
五
徳
薄
、
不
能
遠
有
、
財
江
漢
之
問
、
尚
皆
棄
之
以
与
蛮

夷
楚
越
、
祝
瀬
嶺
海
之
問
、
去
京
都
万
里
哉
。
纏
魚
之
瓶
掩
卵
育

於
北
、
亦
間
其
所
。

と
述
べ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
『
出
唐
書
』
巻
二
ハ

O
韓
愈
認
で
は
、

前
代
穂
薄
之
君
、
棄
楚
越
之
地
、
出
川
鰭
魚
沼
泳
於
比
可
品
。

と
半
分
以
上
短
く
な
れ
ノ
、
韓
愈
の
文
の
ご
く
一
部
を
使
っ
て
全
体
を

要
約
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
『
新
庄
明
書
』
栄
二
七
六
韓
愈
伝
は
、

及
徳
ぃ
薄
、
不
能
遠
有
、
期
江
漢
之
問
問
、
尚
皆
棄
之
以
与
蛮
夷
楚
越
、

況
期
嶺
之
問
、
去
京
都
万
里
哉
。
鍾
魚
之
一
樹
海
卵
育
於
比
、
亦
混

其
所
。

と
あ
る
よ
う
に
、
「
後
主
」
「
海
」
の
三
字
を
欠
く
だ
け
で
、
ほ
一
、
ほ
韓

(15) 



愈
の
原
文
を
踏
襲
し
て
い
る
。
一
般
に
、
司
新
清
霊
こ
と
比
較
し
て

原
資
料
を
そ
の
ま
ま
用
い
る
傾
向
が
あ
る
と
さ
れ
る
『
沼
著
書
簡
』
が
、

韓
愈
の
原
文
を
簡
略
化
し
て
い
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら

い
う
と
、
明
悶
結
審
』
で
は
「
鰭
魚
文
」
を
事
実
と
し
て
の
み
扱
っ
た
つ

つ
ま
り
、
潮
州
に
お
い
て
韓
愈
が
ワ
ニ
を
駆
逐
し
た
こ
と
を
述
べ
る

た
め
に
そ
の
託
拠
と
し
て
使
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
っ

た
と
え
ば
『
出
庶
書
』
の
柳
宗
一
見
伝
で
、
椀
宗
元
が
椀
州
の
刺
史
に

左
遷
さ
れ
て
い
た
時
に
奴
隷
を
解
放
し
た
こ
と
が
官
官
か
れ
た
よ
う
に
、

韓
愈
の
場
合
も
地
方
宮
と
し
て
の
善
政
を
書
こ
う
と
し
た
c

そ
れ
が

こ
の
潮
州
に
お
け
る
鱗
魚
の
駆
逐
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

と
こ
ろ
が
た
ま
た
ま
そ
の
よ
う
に
し
て
部
分
的
に
用
い
ら
れ
た

叶
鱗
魚
文
い
は
、
吋
新
臨
川
書
h

で
は
ほ
ぼ
全
文
が
復
活
す
る
。
清
の
強

襲
が
斗
新
清
書
』
の
撰
者
で
あ
る
-
欽
陽
修
と
宋
祁
は
韓
・
柳
の
古

文
を
好
み
、
よ
っ
て
宋
祁
は
列
伝
に
お
い
て
韓
・
柳
の
文
で
史
実
と

九

2
J

し
て
‘
取
り
込
め
る
も
の
は
す
べ
て
入
れ
た
」
と
述
べ
て
い
る
が
、

ま
り
、
宋
祁
が
「
鰍
魚
文
」
を
全
文
引
用
し
た
の

強
す
る
た
め
だ
け
で
は
な
く
、

れ
る
の

も
っ
と
も
韓
愈
の

し
て
重
視
し
た
と
も
考
え
も

す
る
が
ゆ
え
に
全
文
引
用
す

に
取
り
入
れ
た
可
能
性
も
あ
り
、
従
つ

の
鱗
魚
文
は
、

る
必
要
カ1

のな
f:.し1

は
な
い
。

、ノ、ノ
9

E

A

O

中
川
山

f
m

小九

必
ず
し
も つ

(
4
)
 

全
文
を
収
録
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
批
判
が
現
れ
る
。
こ

れ
は
王
若
設
の
時
代
に
は
「
嬢
魚
文
」
の
文
章
と
し
て
の
価
鑑
は
ま

だ
広
く
認
め
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

一
雨
明
唐
室
こ
の
両
方
ま
た
は
い
ず
れ
か
に
引
用
さ
れ
て
い
る
韓
愈

の
自
作
の
文
に
は
「
鰭
魚
文
」
の
ほ
か
に
、
「
進
学
解
」
「
論
、
議
西
事

支
状
」
「
論
仏
脅
表
」
「
構
州
刺
史
詑
上
表
」
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
、

推
古
節
度
使
呉
元
済
の
討
伐
を
勧
め
、
そ
の
方
策
を
説
い
た
よ
一
柳
准

西
事
宜
状
」
は
『
出
唐
官
官
」
一
に
は
な
く
『
新
唐
骨
一
一
同
』
の
み
に
節
録
、

死
罪
を
免
れ
潮
州
刺
史
に
左
遷
さ
れ
た
こ
と
に
感
謝
し
た
「
潮
州
科

史
謝
上
申
さ
は
い
ず
れ
で
も
節
録
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
韓
愈
の
伝
記

上
の
事
実
や
立
場
を
述
べ
る
た
め
に
引
か
れ
た
に
す
ぎ
な
い
も
の
で

あ
ろ
う
つ
い
ず
れ
で
も
全
文
が
引
用
さ
れ
る
の
は
、
か
の
仏
教
排
撃

し
て
名
高
い
吋
論
仏
骨
表
」
と
、
官
界
に
お
け
る
不
遇

の
対
話
形
式
で
表
明
し
た
「
進
学
解
」
で
あ
る
。

ぷ
糊
魚
文
一
」
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
範
関
を
広
げ

の
総
集
で
ど
の
よ
う
に
採
ら
れ
た
か
を
見
て
み

し
た
の
は
、
宋
代
で
は
①
李
防
ら
を
編
者
と
す

②

挑

絃

の

言

明

文

粋

』

、

③

呂

④
楼
妨
の
司
議
古
文
叫
十
五
巻
、

十
四
巻
、
⑤
謝
杭
得
の

七
十
八
巻
、

(16) 

〈わ

こ
の



十
巻
、
明
代
で
は
⑤
郡
守
誌
の

⑬
勝
蝦
之
の
明
文
編
恥
六
十
開
巻
、
⑪
茅
坤
の

宋
八
大
家
丈
一
紗
b

…
肝
六
十
四
巻
、
⑫
賀
復
徴
の
つ
v

会
主
汁

選
恥
七
百
八
十
巻
、
情
代
で
は
⑬
呉
楚
材
・
呉
調
侯
の
ず
リ
文
綴

十
二
巻
、
⑬
沈
徳
潜
の
叫
ん
股
宋
八
家
文
読
本
b

e

二
十
巻
、
。
乾
絡

A

併

の
ヲ
結
宋
文
醇
b

五
十
八
巻
、
⑬
桃
織
の
で
白
文
僻
類
纂
恥
七
十
五

巻
、
⑪
M

附
問
問
削
務
の
吋
経
史
町
家
雑
紗
h

二
十
ぃ
ハ
巻
の
諸
集
で
あ
る
の

「
論
仏
骨
表
」
に
関
し
て
は
、
⑤
⑦
⑬
1
⑫
⑫
(
〉
⑪
に
採
ら
れ
、

後
世
に
な
る
ほ
ど
収
録
さ
れ
る
雄
率
が
高
く
な
っ
て
い
る
が
、
同
例
代

で
も
青
少
年
舟
け
の
入
門
的
読
み
物
で
あ
る
⑬
で
は
落
ち
て
い
る
の

ほ
ぼ
宋
代
か
ら
ず
っ
と
収
録
さ
れ
て
い
る
の
は
叶
進
学
解
い
で
あ
っ

て
、
①
②
④
⑦
1
0
に
収
め
る
。
③
⑤
な
ど
に
採
ら
れ
な
か
っ
た
の

は
こ
れ
ら
が
作
文
の
規
範
と
し
て
の
文
章
に
主
践
が
あ
り
、
そ
の
時

代
の
代
表
作
を
選
ぼ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
α

一
方
、
「
鱗
魚
文
」
が
採
ら
れ
た
の
は
@
0
1
@
で
、
@
を
例
外

と
し
て
明
代
く
ら
い
か
ら
に
わ
か
に
定
着
す
る
よ
う
に
な
る
。
「
進

学
解
い
が
、
東
方
朔
の
「
客
難
穴
場
雄
の
「
解
噸
」
な
ど
の
い
わ

ゆ
る
設
論
ジ
ャ
ン
ル
の
流
れ
を
汲
ん
だ
作
品
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
結

統
的
に
文
学
と
し
て
認
め
ら
れ
て
き
た
の
に
対
し
て
、
「
簸
魚
文
」

は
蹴
魚
を
追
い
払
う
と
い
う
内
容
の
、
い
わ
ば
過
去
に
前
例
の
な
い

の

散

文

で

あ

っ

た

。

が

明

代

以

降

の

筑間以悦の

タ

に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の

般
的
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

る
よ

っ
て

て
の

っ
た
の
が
明
日
新
清
書
』
に
お
け
る
全

と
は
韓
愈
の
散
文
を
百
十
五
第
も

に
お
い
て
す
ら
、
そ
の
選
か
ら
漏
れ
て

が
刊
行
さ
れ
た
の
は
つ
新
唐
敢
闘
』
よ
り
先
で

守
〈
」
は
、
鰯
魚
を
駆
逐
し
た
文
章
と
い
う
以

と
の
儲
艇
を
見
出
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
伺
じ
く
勅
撰

で
は
で
v
〈
苑
英
華
』
よ
り
少
な
い
九
十
九
篇
の
収

文
」
を
含
め
て
お
り
、
情
報
に
あ
っ
て
は
読

つ
に
数
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
そ
の
き
っ

文
の
引
用
で
あ
っ

収
め
て
い
る

い
る
。

あ
っ
て

0) 

(17) 

の
中
に

る
べ
き
持
品
の

、
「
鱗
魚
文
」
と
瀬
州
に
お
け
る
韓
愈
伝
説

よ

で

は

の

引

用

の

あ

と

に

、

そ

の

夕

方

に

暴
患
と
雷
が
お
こ
り
、
数
自
の
う
ち
に
池
の
水
が
溜
れ
、
鍾
魚
は
も

と
池
の
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
西
六
十
隻
に
移
動
し
、
こ
れ
以
来
、
嬢

魚
の
被
害
が
な
く
な
っ
た
、
と
書
き
添
え
て
お
り
、
吋
新
唐
量
一
回
』
も

ほ
ぼ
そ
れ
に
従
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
鍾
魚
文
」
と
い
う
文
章
に
こ

う
し
た
尾
ひ
れ
が
つ
い
て
、
韓
愈
に
つ
い
て
の
一
種
の
伝
説
が
作
ら

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
こ
れ
に
先
立
ち
晩
麿
の
張
読
が
撰
し
た
小



説

集

に

も

お

お

よ

そ

次

の

よ

う

な

話

が

で

て

い

る

φ

韓
愈
は
潮
腸
の
太
守
(
刺
史
)
に
左
遷
さ
れ
た
。
以
前
か
ら
郡

の
西
の
大
地
に
鰐
魚
が
い
て
住
民
を
関
ら
せ
て
い
た
。
韓
愈
は
人

間
聞
の
心
が
鬼
神
に
も
通
じ
、
鳥
獣
を
教
化
で
き
る
と
考
え
、
池
の

ほ
と
り
に
い
け
に
え
と
甘
揺
を
供
え
、

{ho
前
は
魚
類
で
あ
る
、

人
簡
を
凶
ら
せ
な
い
よ
う
に
」
と
祈
っ
た
。
そ
の
夕
方
に
暴
風
が

起
こ
り
、
翌
日
に
な
る
と
池
の
水
が
み
な
摺
れ
て
い
た
っ
調
べ
さ

せ
る
と
池
の
関
六
十
翠
に
池
が
で
き
、
鰐
魚
は
そ
こ
へ
移
っ
て
い

た
の
そ
れ
以
後
、
都
民
は
災
い
か
ら
解
放
さ
れ
た
。
だ
か
ち
長
南

提
の
「
愈
神
道
碑
序
」
に
韓
愈
が
潮
腸
の
刺
史
に
着
任
す
る
と
「
南

関
地
方
の
蛮
族
も
、
楽
し
ん
で
自
然
と
教
一
化
さ
れ
、
鰐
魚
や
稲
を

る
力
一
一
も
、
人
々
の
物
を
荒
ら
さ
な
く
な
っ
と
あ
る
の

に
述
べ
る
逸
話
と
同
じ
も
の
で
あ
る
つ

の
よ
う
な
話
が
残
っ
て
い
る
以
上
、
こ
う
し
た
言

い
伝
え
が
現
実
に
流
布
し
て
お
り
、
一

j

…
出
鷹
番
』
は
句
。
説
家
志
』
に

依
拠
し
て
鰯
魚
を
駆
逐
す
る
話
を
仕
立
て
上
げ
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
韓
愈
が
鱗
魚
を
追
い
払
っ
た
話
は
、
宋
代
仁
欧
陽
修
が
練
尭

佐
の
神
道
碑
を
書
い
た
時
、
尭
佐
が
瀬
川
川
一
で
入
食
い
ワ
ニ
を
退
治
し

た
こ
と
を
述
べ
た
あ
と
に
、
ご
韓
公
が
鱗
魚
を
諭
し
て
従
わ
せ

陳
公
は
鰯
魚
を
殺
し

こ
の

気
味
の
悪
い
も
の
ど
も
を
革
め
正
し
て
人
々
に
利
を
も
た
ら
し
た
点

で
は
向
じ
だ
っ
わ
が
潮
州
は
三
吉
年
間
に
二
人
の
大
人
物
を
得
た
」

と
引
き
合
い
に
出
さ
れ
、
蘇
載
が
韓
愈
を
顕
彰
し
て
窪
田
い
た
「
織
州

韓
文
公
廟
碑
」
の
中
で
も
、

zkく
鰐
魚
の
暴
を
馴
ら
す
」
と
言
及

さ
れ
た
っ
『
新
襲
撃
』
や
欧
・
蘇
の
文
は
、
高
宋
の
貌
仲
挙
が
編
ん

だ
五
百
家
注
本
に
題
下
詮
と
し
て
採
ら
れ
、
後
の
世
採
堂
本
さ
ら
に

は
東
雅
堂
本
な
ど
の
通
行
し
た
テ
キ
ス
ト
に
も
受
け
継
が
守
れ
て
、
こ

の
文
章
に
関
す
る
一
環
の
解
題
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
韓
愈
の

瀬
川
州
料
史
と
し
て
の
声
望
を
高
め
る
も
の
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、

の
散
文
と
し
て
の
地
位
を
確
立
す
る
の
に
も
与
っ
た
と

思
わ
れ
る
の

(18) 

回
、
「
鰭
魚
文
」
の
ジ
ャ
ン
ル
の
変
遷

で
は

る
と
い
う
、
こ
の
風
変
わ
り
な
文
章
は
ど
の

ら
れ
て
い
た
か
。
そ
れ
は
文
章
の
ジ
ャ
ン
ル

し
て
考
え
る
と
わ
か
り
や
す
い
。

内

四

十

巻

本

の

宮

間

繋

先

生

集

』

を

「
賦
回
、
吉
詩
二
百
…
十
、
聯
句

…
、
警
啓
序
九
十
六
、

、、
…
文
一
二
、
表
状
五
十
-

を
「
碑
誌

と
全

と

。〉

。〉

ノ



開
に
お
い
て
い
る
。

叶
硯
」
は
壊
れ
た
碗
を
土
に
掠
め
る
に
あ
た
っ
て
の

明
銘
」
で
あ
ろ
う
。
コ
三
と
あ
る
の
で
吋
鱗
魚
文
」
は
恐
ら
く
こ

れ
ら
と
…
揺
り
に
三
第
、
だ
け
で
ま
と
め
ら
れ
た
。
但
し
「
筆
硯
鱗
魚

文
」
と
い
う
言
い
方
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
時
の
分
類
は
他
に
挙
げ
ら

れ
た
ジ
ャ
ン
ル
で
は
収
ま
り
の
惑
い
文
章
を
寄
せ
集
め
た
だ
け
の
、

い
わ
ば
便
宜
上
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
の
テ
キ
ス
ト
で
も
全
体

で
四
十
巻
と
し
て
「
碑
誌
」
と
「
表
状
」
の
関
の
巻
三
六
に
お
く
と

{
9〉

い
う
基
本
的
な
編
成
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
南
一
宋
中

期
の
鶴
本
で
は
上
記
の
つ
…
篇
に
で
下
部
侯
革
薬
伝
」
と
「
送
窮
文
」

の
二
議
が
加
わ
り
、
巻
頭
に
つ
け
ら
れ
た
分
類
は
「
文
・
伝
」
と
い

う
ジ
ャ
ン
ル
名
に
変
更
さ
れ
た
の
現
行
の
「
譲
硯
銘
」
が
「
捧
破
説

文
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
こ
れ
は
内
容
と
い
う
よ
り

も
末
尾
が
文
と
伝
で
終
わ
る
篇
名
に
よ
っ
て
整
理
し
た
の
で
あ
ろ
う
の

さ
ら
に
南
宋
末
に
出
版
さ
れ
た
世
緑
堂
本
言
問
禁
先
生
集
』
で
は
関

じ
五
議
の
文
意
を
「
雑
文
」
と
し
て
分
類
し
た
。
こ
れ
は
も
う
一
つ

の
系
統
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
五
百
家
注
本
で
も
向
じ
で
あ
っ
て
、
こ

れ
以
後
「
雑
文
」
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
定
着
す
る
(
な
お
世
綜
堂
本
で

は
「
下
部
侯
革
華
伝
」
は
題
名
の
み
残
っ
て
本
文
を
欠
く
)
。

一
方
、
事
実
上
ど
の
よ
う
な
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
読
ま
れ
た
か
を
見

る
上
で
は
、
作
品
の
題
名
が
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
。
す
な
わ
ち f事

に
作
る
も
の
が
あ
り
、

の

の

つ

も

、

⑪

1
⑬
⑬
②
な
ど
明
代
以
後
の
そ
れ
に

お
い
て
も
し
ば
し
ば
ぷ
m
鱗
魚
文
一
と
い
う
題
で
採
ら
れ
た
り
す
な

わ
ち
祭
文
と
い
う
枠
組
み
で
儲
鑑
を
見
出
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
祭
文
と
考
え
る
見
方
に
対
し
て
、
清
朝
に
な
る
と
少
な

く
と
も
二
つ
の
動
き
が
あ
っ
た
。
一
つ
は
康
熊
年
間
に
林
漏
出
棋
銘
が
編

ん
だ
吋
韓
文
起
』
で
、
「
送
窮
文
」
と
と
も
に
巻
一
「
文
類
」
に
こ

の
文
を
鐙
く
。
そ
し
て
「
文
中
に
は
『
告
げ
る
』
と
の
み
あ
り
、
司
祭

る
』
の
諾
は
全
く
な
い
。
よ
っ
て
李
漢
は
『
雑
著
』
に
編
入
し
て
、
明
紘
一
仏

文
h

の
巻
に
並
べ
な
か
っ
た
。
後
人
は
こ
の
意
図
を
理
解
せ
ず
、
題

留
に
無
理
や
り
宗
一
こ
の
一
宇
を
加
え
た
の
で
あ
る
。
今
は
李
漢
の

テ
キ
ス
ト
に
依
る
の
を
正
し
い
と
考
え
る
」
と
注
す
る
。
こ
こ
か
ら

当
時
、
一
般
に
「
祭
文
」
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
が
、

林
雲
銘
は
そ
れ
に
反
発
し
て
李
漢
の
分
類
に
戻
ろ
う
と
し
た
。

ま
た

A

つ
は
挑
初
期
(
一
七
三
一
一
i

一
八
一
五
)
の
『
古
文
辞
類
纂
』

で
、
題
名
を
一

J

祭
鱗
魚
文
」
と
し
な
が
ら
も
こ
れ
を
「
詔
令
類
」
に

分
類
し
、
「
輸
巴
萄
撤
」
の
す
ぐ
あ
と
に
置
い
て
実
質
的
に
は
撤
文

の
類
と
考
え
る
も
の
で
、
曽
密
藩
(
一
八
一
二
1

一
八
七
二
)
も
向

様
に
『
経
史
吉
家
雑
紗
』
に
お
い
て
「
祭
纏
魚
文
」
の
題
の
ま
ま
「
詔

令
之
属
」
に
入
れ
、
「
文
の
気
勢
が
『
巴
器
に
輸
す
撤
』
と
似
て
い
る
。

向
こ
う
は
議
揮
で
深
く
、
こ
ち
ら
は
勇
ま
し
く
力
強
い
」
と
評
し
て

(19) 
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司
馬
相
如
の
「
倫
明
巴
器
撤
」
と
の
類
似
を
見
て
い
る
の

以
上
の
よ
う
に
「
鱗
魚
文
」
は
表
向
き
に
は
し
だ
い
に
{
雑
文
」

ジ
ャ
ン
ル
に
定
著
し
て
い
く
一
方
で
、
実
際
は
祭
文
と
し
て
も
読
ま

れ
、
そ
の
後
さ
ら
に
は
撤
文
と
し
て
の
見
方
も
加
わ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
で
は
こ
う
し
た
ジ
ャ
ン
ル
の
変
遷
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
見

方
が
な
ぜ
お
こ
っ
た
か
を
々
検
討
し
て
み
よ
う
。

五
、
祭
文
と
し
て
の
「
鰭
魚
文
」

「
雑
す
〈
」
に
分
類
さ
れ
て
い
た
{
鱗
魚
文
」
が
、
の
ち
に

な
ぜ
「
祭
文
」
と
考
え
ら
れ
た
か
っ
そ
れ
は
「
某
年
某
月
茶
話
、
潮

州
刺
史
韓
愈
、
軍
事
街
推
薬
務
を
派
遣
し
て
、
羊
一
頭
、
と
豚
二
頭
を

態
渓
の
深
い
水
の
中
に
投
じ
て
、
鱗
魚
に
食
わ
せ
、
か
っ
告
げ
て
一
一
一
一
向

う

」

と

い

う

こ

の

祭

文

の

そ

れ

に

倣

う

か

ら

で

あ

ず心。

。〉

で
は
な
ぜ
韓
愈
は
「
鰻
魚
文
」
に
お
い
て
そ
の

用
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
こ
の
作
品
の
主
人
公
で
あ
る
鱗
魚
と

い
う
生
き
物
の
特
性
と
関
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
今
、
類
舎
に

(
河
川
)

現
れ
る
記
述
を
手
が
か
り
に
釘
来
、
鱗
魚
が
人
々
か
ら
ど
の
よ
う
に

見
ら
れ
て
い
た
か
を
概
観
し
て
み
よ
う
っ

呉
一
の
康
泰
の
つ
以
時
外
関
伝
b

に
、
扶
南
五
箔
尋
が
鰯
魚
を
堀
の

中
で
飼
っ
て
逆
鱗
に
触
れ
た
者
を
縛
り
上
げ
て
与
え
、
鱗
魚
が
食
う

か
否
か
で
死
罪
か
無
罪
か
を
分
け
た
と
克
え
、
同
じ
こ
と
を
『
梁
書
』

巻
五
四
一
諾
夷
」
や
明
南
史
』
巻
七
八
「
夷
務
上
」
に
も
載
せ
る
。

晋
の
張
撃
の
『
博
物
志
』
に
は
、
高
海
の
鍾
魚
の
頭
を
斬
っ
て
乾

燥
さ
せ
、
歯
を
抜
い
て
も
一
一
一
回
ま
で
は
ま
た
生
え
る
と
い
い
、
『
広

州
薬
物
志
』
に
も
、
山
富
辻
十
日
ほ
ど
で
再
生
す
る
と
あ
る
。

高
崎
の
認
梅
の
司
山
領
窮
錬
異
』
に
は
、
鰐
魚
が
棲
む
早
瀬
の
こ
と
を

記
す
っ
鹿
は
嬢
魚
を
大
変
恐
れ
、
そ
の
近
く
に
来
る
と
き
っ
と
巌
か

ら
落
ち
て
餌
食
と
な
る
ヮ
ま
た
李
徳
裕
が
瀬
州
に
左
遷
さ
れ
た
時
、

そ
の
早
瀬
を
通
過
し
て
絡
が
破
損
し
、
大
切
に
し
て
い
た
古
書
や
磁

を
一
度
に
失
っ
た
の
船
の
奴
隷
に
捜
さ
せ
よ
う
と
し
て
も
、
鱗
魚
が

異
常
に
多
く
、
容
易
に
近
づ
け
な
か
っ
ー
た
と
い
う
。

藤
の
李
淳
鼠
の
司
、
感
応
経
』
に
は
、
鰹
魚
は
数
百
の
卵
を
産
み
、

み
ず
ら

そ
れ
が
蛇
・
亀
・
麓
・
魚
・
議
・
蚊
一
な
ど
十
数
種
に
形
を
変
え
て

生
ま
れ
、
人
に
殺
さ
れ
る
と
一
審
議
風
間
を
起
こ
す
霊
妙
な
力
が
あ
り
、

神
や
竜
の
た
ぐ
い
に
近
い
と
あ
る
。

こ
れ
ら
の
文
献
に
現
れ
る
鰭
魚
は
、

だ
け
で
な
く
、
不
思
議
な
J

え
て
い
る
ヴ
す
な
わ
ち
当
叫

が
っ
て
い
た
の
で
は
な
く
、

(20) 

-rそ号、

人
を
食
う
棒
猛
な
獣
と
い
う

っ
た
生
き
物
と
し
て
の
特
徴
を
鑓

の
中
国
の
人
々
は
鱗
魚
を
た
だ
恐
ろ
し

竜
な
ど
に
も
通
じ
る
神
秘
性
を
見
出
し

は
綴
魚
に
呼
び
か
け
る
ぷ

こ
と
、
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

σ〉
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見
和
ふ
i

開
年
の
夏
か
ら
秋
む
か
け
て

、
翌
一
見
和
十
五
年
の
夏
に
「
祭
哀
州

(
刊
日
〕

慶
一
二
年
に
ぷ
…
小
竹
林
神
文
い
を
書
い
て
い
る
。

し
た
文
章
は
閉
じ
祭
文
ジ
ャ
ン
ル
で
も
、
亡
く
な
っ
た
人
を
祭
る

般
の
祭
文
と
は
や
や
異
な
る
。
た
と
え
ば
「
潮
州
祭
神
文
五
首
い
の

其
二
は
潮
州
刺
史
に
品
引
担
任
し
た
斡
愈
が
、
長
関
の
た
め
に
稲
や
査
が

育
た
な
い
の
を
案
じ
て
、
当
地
の
湖
の
神
霊
に
天
気
の
好
転
を
祈
っ

た
も
の
で
、
「
祭
竹
林
神
文
い
は
、
京
兆
狩
の
時
代
に
日
照
り
に
よ

る
不
作
を
護
え
て
、
竹
林
の
神
に
前
を
請
う
た
も
の
で
あ
る
の

し
か
し
そ
の
文
章
の
形
式
、
た
と
え
ば
、
習
壊
と
末
毘
に
注
目
し

て
み
れ
ば
さ
し
て
特
殊
と
は
い
え
な
い
。
前
者
は
「
莱
年
茶
月
某
日
、

漸
州
の
刺
史
韓
愈
が
謹
ん
で
情
瀦
と
干
し
肉
を
供
品
と
し
て
、
大
械

の
神
に
お
祈
り
申
し
と
げ
ま
す
」
で
始
ま
り
、
「
神
よ
、
ど
う
ぞ
保

物
を
お
受
け
下
さ
い
」
で
終
わ
る
の
ま
た
後
者
は
「
某
年
某
月
某
日
、

京
兆
非
兼
御
史
大
夫
の
韓
愈
が
諜
ん
で
潜
と
干
し
肉
を
供
物
と
し
、

一
舟
拝
稽
首
し
て
竹
林
の
神
に
申
し
上
げ
ま
す
」
で
書
き
出
し
、
や
は

(初
v

り
「
ど
う
ぞ
供
物
を
お
受
け
下
さ
い
」
で
結
ぶ
。
す
な
わ
ち
祭
礼
を

行
う
こ
と
を
神
撃
に
告
げ
る
こ
と
で
首
尾
が
一
貫
し
て
お
り
、
こ
う

し
た
書
き
方
は
…
般
の
祭
文
と
な
ん
ら
変
わ
り
な
い
も
の
と
い
え
る
。

祷
斌
傑
氏
は
「
出
時
、
祭
文
は
山
川
の
神
が
み
を
ま
つ
っ
た
り
、

古
人
や
旧
跡
を
し
の
ん
だ
り
す
る
さ
い
に
も
、
も
ち
い
ら
れ
た
。
[
山

ふて;
」

を
、
さ
ら

}
で
つ

「
紫
竹
林

こ
う
し
た
作
は
、

て
お
り
、
内
容
的
に
は
と
る
に
た
り
な
い
。

人
』
だ
け
は
、
す
こ
ぶ
る
脊
名
に
な
っ
て

を
こ
う
し
た
山
川
の
神
を
祭
る
「
祭
文
」

し
か
し
、
「
鱗
魚
文
」
は
必
ず
し
も
こ
れ
ら
の

い
え
な
い
屈
が
あ
る
の
確
か
に
書
き
出
し
こ
そ
上

の
形
式
を
と
る
が
、
文
章
の
結
び
は
「
:
:
:
天
子

が
任
命
し
た
役
人
に
反
抗
し
、
彼
の
一
一
一
一
向
う
こ
と
を
関
か
ず
、
移
動
し

て
避
け
ず
、
綴
闘
で
物
分
り
の
悪
い
者
ど
も
と
と
も
に
民
や
物
を
害

す
る
も
の
は
、
す
べ
て
殺
し
て
よ
い
。
料
史
は
才
能
と
技
芸
を
も
っ

役
人
と
人
民
を
選
び
、
強
力
な
弓
と
毒
を
塗
っ
た
矢
を
持
っ
て
纏
魚

と
戦
い
を
交
え
、
す
べ
て
殺
し
尽
く
す
ま
で
や
め
ぬ
。
く
れ
ぐ
れ
も

そ
う
な
っ
て
か
ら
後
海
せ
ぬ
よ
う
に
」
と
綴
魚
に
対
し
、
科
史
に
殺

さ
れ
る
前
に
早
く
立
ち
去
る
よ
う
に
強
い
調
子
で
諭
す
も
の
で
あ
る
。

「
嬢
魚
文
」
が
特
異
な
の
は
、
祭
文
の
形
式
を
借
り
た
よ
う
で
、

実
際
は
そ
う
で
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
補
氏
、
が
「
こ
れ
は
祭
文
だ
が
、

じ
っ
さ
い
は
鰐
を
お
っ
ぜ
ら
う
文
な
の
だ
。
そ
の
行
文
た
る
や
、
明

快
に
し
て
気
勢
も
あ
ふ
れ
で
お
り
、
通
常
の
神
経
を
ま
つ
る
文
と
は
、

(
お
)

ち
が
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
」
と
も
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
こ
に
は

の
枠
に
は
ま
ち
き
ら
な
い
特
色
が
覗
い
て
い
る
の
で
あ
る

Q

が
あ
的
ソ

(21) 



六
、
撤
文
と
し
て
の
「
鰹
魚
文
」

か
く
て
「
鱗
魚
文
」
は
撤
文
と
も
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
曽

国
務
が
「
鱗
魚
文
」
を
「
喰
巴
器
撤
」
に
擬
そ
う
と
す
る
の
は
、
期

州
と
い
う
南
方
の
地
に
巣
く
う
鱗
魚
を
追
い
払
う
と
い
う
前
者
の
テ

i

マ
ー
と
、
西
南
の
夷
秋
を
一
討
伐
す
べ
く
巴
萄
筒
郡
の
人
々
を
叱
時
激

励
す
る
と
い
う
後
者
の
テ
!
?
の
類
似
か
ら
く
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。

だ
が
理
出
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
作
品
中
の
次
の
部
分
、

現
在
の
天
子
は
清
朝
の
帝
位
を
継
ぎ
、
神
聖
で
情
け
深
く
威
勢

が
あ
ら
れ
る
の
四
海
の
外
、
宇
宙
以
内
の
地
は
、
す
べ
て
唐
顎
の

慰
撫
と
統
治
の
も
と
に
あ
る

φ

ま
し
て
や
潮
州
は
馬
の
足
跡
が
至

っ
た
、
吉
代
の
揚
州
と
一
隣
り
合
う
所
で
、
刺
史
・
県
令
が
統
治
す

る
区
域
で
あ
り
、
貢
物
を
献
上
し
税
金
を
納
め
て
、
天
子
が
天
地

や
祖
先
や
神
々
に
対
し
て
祭
犯
を
行
う
の
に
供
す
る
所
な
の
だ
っ

(
川
出
}

鱗
魚
は
刺
史
と
と
も
に
こ
の
地
に
閉
居
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
ぬ
っ

と
、
現
在
の
天
子
の
威
厳
や
潮
岬
川
と
い
う
地
域
の
由
緒
の
正
し
さ
を

強
調
し
た
鏑
所
や
、

刺
史
は
天
子
の
命
令
を
受
け
て
、
こ
の
地
を
守
備
し
、
住
民
を

治
め
て
い
る
の
に
、
鱗
魚
は
山
間
暴
な
様
相
を
し
て
悪
渓
の
深
い
水

の
中
に
安
住
し
よ
う
と
し
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
こ
こ

、、

て
人
々
の
家
資
・
熊
・
豚
・
鹿
・
の
ろ
を
食
べ
、
そ
の

殖
さ
せ
百
科
史
と
対
抗
し
て
い
る
。
科
史
が
態
病
で
無
能
だ
と
し

て
も
、
ど
う
し
て
鍾
魚
に
低
頭
し
て
へ
り
く
だ
り
、
恐
れ
お
の
の

い
て
正
視
で
き
ず
、
民
を
治
め
る
官
吏
と
し
て
恥
を
さ
ら
し
な
が

ら
、
こ
の
地
で
無
為
に
生
を
食
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
加
え
て

天
子
の
命
令
を
奉
じ
て
こ
こ
に
役
人
と
し
て
来
て
い
る
以
上
、
媛

(
お
)

魚
と
是
非
の
決
着
を
つ
け
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

と
、
数
々
の
悪
事
を
な
す
纏
魚
の
よ
う
す
を
述
べ
つ
つ
、
そ
れ
に
対

し
て
刺
史
は
断
認
と
し
た
立
場
を
と
る
べ
き
だ
と
主
張
し
た
箇
所
な

ど
は
、
文
の
調
子
そ
の
も
の
が
撤
文
に
近
い
。

『
文
心
離
電
』
撒
移
籍
に
「
撤
文
の
主
要
な
特
徴
と
し
て
は
、
あ

る
い
は
味
方
の
り
っ
ぱ
で
盛
ん
な
さ
ま
を
表
し
、
あ
る
い
は
敵
の
苛

酷
で
残
虐
な
さ
ま
を
述
べ
、
天
道
を
指
し
示
し
、
人
事
を
分
析
し
、

強
弱
を
計
算
し
、
権
一
勢
会
一
議
る
。
:
:
;
よ
っ
て
撤
文
の
制
作
に
お
い

て
は
意
味
を
定
め
る
場
合
も
言
葉
を
運
用
す
る
場
合
も
、
強
鴎
で
力

強
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
っ
:
:
:
必
ず
事
理
を
は
っ
き
り
と
詑
し
、

気
勢
を
盛
ん
婦
と
し
た
言
葉
遣
い
を
用
い
る
の
が
、
撤
文
を

ω一
と
撤
文
の
特
色
を
述
べ
る
が
、
「
鰻
魚
文
」

は
ま
さ
に
そ
れ
を
嬬
え
て
い
る

φ

一
部
民
の
指
摘
の
よ
う
に
祭
文
は
制
約
の
少
な

こ
お
い
て
は
諜
や
哀
辞
を
吸
収
し
て
、
新
し
い

の
だ
と
す
れ
ば
、
韓
金
の
場
合
は
別
な
形
で

?移し1

よ
ー〉
て
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新
し
い
ジ
ャ
ン
ル
を
開
い
た
の
だ
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
っ

た
だ
祭
文
で
あ
れ
撤
文
で
あ
れ
、
鱗
魚
を
駆
逐
す
る
自
的
で
警
か

れ
た
文
と
い
う
点
で
は
遠
い
は
な
い
。
す
な
わ
ち
横
山
伊
勢
雄
氏
が

っ
太
子
の
代
盟
と
し
て
地
方
を
治
め
る
知
事
は
、
い
っ
さ
い
の
災
害

に
資
任
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
思
十
越
に
は
前
乞
い
の
祭
り
を

し
、
祭
文
を
舎
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、
時
に
は
こ
う
し
て
ワ
ニ

退
治
に
ワ
一
一
に
告
げ
る
文
ま
で
警
か
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
官

吏
に
必
須
の
心
得
と
な
れ
ば
こ
う
し
た
文
章
も
名
文
と
し
て
模
倣
さ

{

叩

ぬ

)

れ
る
ん
と
述
べ
る
よ
う
に
、
本
来
は
料
史
の
仕
事
と
し

J

た
、
一
種
の
実
用
文
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

七
、
雑
文
と
し
て
の
「
纏
魚
文
」

以
上
の
見
方
と
は
異
な
り
、
最
初
か
ら
遊
戯
的
な
文
章
で
あ
っ
た

と
考
え
る
の
が
雑
文
に
分
類
す
る
場
合
で
あ
る
。

上
述
し
た
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
李
漢
の
編
ん
だ
宮
田
繁
先
生
集
』

で
は
他
の
ジ
ャ
ン
ル
か
ら
は
み
出
し
た
文
章
と
し
て
「
毛
頴
伝
」
「
捧

硯
銘
」
「
鱒
魚
文
一
」
を
寄
せ
集
め
て
一
つ
に
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る

が
、
そ
の
後
、
南
宋
末
ま
で
に
こ
れ
ら
に
「
下
抑
制
侯
革
華
伝
」
と
「
送

窮
文
」
と
が
加
わ
っ
て
、
「
雑
文
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
名
、
が
与
え
ら

れ
た
。
「
雑
文
」
と
い
う
命
名
に
は
依
然
と
し
て
、
何
ら
か
の
ジ
ャ

ン
ル
に
収
ま
ら
な
い
も
の
と
い
う
作
品
の
性
格
が
こ
め
ら
れ
て
い
る

と
い
え
な
く
も
な
い
が
、
こ
こ
に
つ
の
独
立
し
た
ジ
ャ
ン
ル
と
し

て
の
見
方
が
生
ま
れ
る
ニ
と
と
な
っ
た
。
権
代
に
林
雲
銘
の
『
韓
文

起
n
p

が

J
品
川
市
窮
文
」
ー
と
二
議
だ
け
で
「
文
類
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を

立
て
た
の
も
、
あ
と
に
子
〈
」
が
つ
く
と
い
う
題
名
で
揃
え
た
だ
け

で
は
な
く
、
李
撲
の
よ
う
な
寄
せ
集
め
の
分
類
と
は
異
な
る
、
雑
文

と
し
て
の
あ
る
性
格
付
け
を
し
よ
う
と
試
み
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

「
鱗
魚
文
い
が
雑
文
で
あ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
一
つ
に
は
、

清
水
茂
氏
が
「
は
な
し
が
お
も
し
ろ
す
、
ぎ
る
し
、
明
盛
田
繋
先
生
集
』
で
、

吋
鰯
魚
文
』
は
、
吋
r
J
f
}

穎
伝
』
な
ど
と
な
ら
ん
で
、
雑
文
に
分
類
さ
れ
、

た
わ
む
れ
の
文
章
で
あ
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
で
あ
る
:
:
:
」
と
い
い
、

孫
爵
武
氏
が
「
韓
愈
は
遊
戯
文
学
を
い
く
つ
か
書
い
て
い
る
。
・
:

こ
の
ほ
か
に
も
吋
鰯
魚
文
』
『
送
窮
文
』
な
ど
も
滑
稽
な
内
容
を
も

(
初
)

っ
て
い
る
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
「
毛
穎
伝
」
「
送
窮
文
」
な
ど
と
同

様
に
一
種
の
遊
戯
的
な
文
学
と
見
な
す
考
え
方
が
あ
る
。

さ
ら
に
は
寓
言
と
し
て
の
性
格
を
帯
び
た
ぺ
雑
文
」
と
見
る
説
も

あ
る
。
呉
孟
復
・
蒋
立
甫
『
古
文
辞
類
纂
一
評
注
』
は
、
『
旧
唐
書
』

が
緩
魚
を
駆
逐
す
る
記
事
を
日
記
し
た
の
は
『
官
一
室
志
』
に
よ
っ
た
も

の
で
、
信
憲
性
が
な
い
と
い
う
。
た
だ
元
和
十
四
年
四
月
に
瀬
川
州
で

こ
の
文
が
章
一
聞
か
れ
た
の
は
確
か
だ
と
す
る
と
、
そ
の
前
年
、
元
和

十
三
年
七
月
に
憲
宗
は
李
師
道
一
討
伐
の
命
令
を
下
し
、
こ
の
時
点
で

は
李
都
道
は
ま
だ
窟
し
て
い
な
い
の
で
、
文
中
の
「
天
子
が
任
命
し
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た
ん
呂
吏
」
(
天
子
之
命
吏
)
、
「
彼
(
官
吏
)
の
)
と
を
間
関
か
ず
一

(
不
聴
其
一
一
一
一
向
)
、
「
(
服
従
し
な
け
れ
ば
)
き
っ
と
殺
し
尽
く
す
ま
で
や

め
な
い
」
(
必
尽
殺
乃
止
)
と
い
っ
た
語
句
は
、
実
は
創
割
拠
す
る
藩

鎮
に
対
し
て
発
し
た
も
の
だ
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
簸
魚
を
追
い
払

う
と
い
う
の
は
表
部
上
の
こ
と
で
、
実
際
は
藩
鎮
追
放
の
寓
意
を
含

ん
だ
文
だ
と
し
、
文
章
自
体
に
虚
構
性
を
認
め
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
‘
「
毛
穎
伝
」
や
「
送
窮
文
」
が
そ
れ
ぞ
れ
手
本
と
な
る

(
認
}

よ
う
な
先
行
す
る
作
品
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
に
対
し
て
、
「
鱗

魚
文
」
の
場
合
、
そ
れ
が
見
当
た
ら
な
い
点
で
二
作
品
と
大
い
に
異

な
る
。
加
え
て
文
中
に
「
現
荘
の
一
大
子
は
清
朝
の
晴
伎
を
継
ぎ
、
神

裂
で
情
け
深
く
威
勢
が
あ
ら
れ
る
。
間
海
の
外
、
宇
宙
以
外
の
地
は
、

す
べ
て
唐
朝
の
慰
撫
と
統
治
の
も
と
に
あ
る
」
一
広
々
と
も
述
べ
て
お

り
、
こ
の
よ
う
な
謄
靭
を
意
識
し
た
記
述
か
ら
し
て
も
、
こ
の
文
章

は
実
際
の
政
治
の
場
で
の
官
吏
と
し
て
の
発
言
で
あ
っ
て
、
韓
愈
が

初
め
か
ら
こ
れ
を
遊
戯
的
に
作
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。

似
し
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
こ
の
文
章
に
、
遊
戯
的
な
部

分
が
全
く
な
い
の
で
は
な
い
の
滑
稽
さ
と
い
う
点
で
は
、
機
魚
に
呼

び
か
け
る
と
い
う
文
章
の
形
式
が
ま
ず
そ
う
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
、

今
、
鰍
魚
と
取
り
決
め
る
、
一
一
一
日
以
内
に
、
お
ま
え
の
仲
間
を

率
い
て
南
に
移
動
し
て
海
に
張
り
、
そ
う
や
っ
て
矢
子
が
任
命
し

三
日
で
足
り
な
け
れ
ば
五
日
に
の
ば
す
の
王

E
で
足
ワ
な
け
れ
ば
七
自
に
の
ば
す
。
七
自
で
だ
め
な
ら
、

り
結
局
移
動
を
承
知
し
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
れ
は
刺
史
の
こ

と
な
ど
眼
中
に
な
く
、
彼
の
品
一
一
口
う
こ
と
を
聞
か
な
い
と
い
う
こ
と

だ
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
つ
ま
り
鐘
魚
が
愚
か
で
開
聞
き
分
け
が
な

く
頭
の
働
き
が
鈍
い
と
い
う
こ
と
だ
。
刺
史
が
向
か
4

一一回っても、

(
お
)

館
こ
え
な
い
し
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

と
、
た
た
み
か
け
る
よ
う
な
諦
子
で
嬢
魚
に
撤
退
を
命
じ
る
箆
所
は
、

『
史
記
』
の
「
措
稽
町
内
伝
」
に
登
場
す
る
淳
子
受
や
優
孟
の
銭
舌
な

(
引
の
ず

口
調
を
訪
偽
怖
さ
せ
る
つ
そ
し
て
こ
う
し
た
点
が
、
祭
文
の
儀
礼
的
な

文
体
や
撤
文
の
断
簡
た
る
調
子
か
ら
は
み
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

近
年
、
部
伝
烈
氏
も
、
「
簸
魚
文
」
が
祭
文
の
形
式
を
と
り
な
が
ら
、

実
際
は
鱗
魚
を
討
伐
す
る
撤
文
に
な
っ
て
い
る
点
に
、
韓
愈
、
が
「
雑

へ
お
}

を
書
く
際
の
の
苦
心
を
見
て
い
る
。

八
、
後
世
へ
の
影
饗

韓
愈
以
後

佐
の
も
の
が
あ
る
。

ペ〉
ま
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と
に
感
動
し
て
叶
鱗
魚
の
凶
い

し
た
「
賛
」
と
を
暗
記
し
た
も
の
で
あ
る
の

「
数
鱗
魚
文
」
は
、
「
鱗
魚
図
賛
」
を
書
い
た
尭
佐
が
、
そ
の

実
際
に
村
の
子
ど
も
が
鱒
魚
に
食
べ
ら
れ
る
と
い
う
事
件
に
遭
遇
し

て
、
村
氏
と
協
力
し
な
が
ら
鱗
魚
を
退
治
す
る
に
張
る
ま
で
の
一
部

始
終
を
記
述
し
た
も
の
で
、
そ
の
…
部
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

:
:
み
な
私
に
一
一
一
一
向
っ
た
、
「
あ
の
鰯
魚
は
捕
ま
え
る
こ
と
は
で

き
な
い
の
深
い
淵
に
穴
を
掠
り
、
激
し
い
波
の
中
を
泳
い
で
い
る
。

人
間
の
力
で
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
ぬ
勺
私
は
そ
の
よ
う
な
こ

と
は
な
い
と
思
い
、
答
え
て
一
寄
っ
た
、
「
:
:
:
法
律
で
は
、
人
殺

し
は
死
別
で
あ
る
。
今
、
鱗
魚
が
人
を
食
っ
た
の
は
、
い
か
が
な

も
の
か
。
昔
、
韓
愈
が
文
章
を
投
じ
た
ら
引
き
揚
げ
て
他
の
場
所

に
避
け
て
行
っ
た
。
と
い
う
こ
と
は
磯
魚
も
知
覚
が
あ
る
と
い
う

こ
と
だ
が
、
ど
う
す
れ
ば
駆
逐
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
:
:
:
九

:
こ
う
し
た
わ
け
で
、
四
方
の
力
あ
る
男
百
人
ほ
ど
が
、
騒
魚

を
水
中
か
ら
引
っ
ぱ
り
出
し
、
口
を
封
、
じ
、
足
に
か
せ
を
は
め
、

大
き
な
船
に
種
、
を
作
っ
て
閉
じ
込
め
、
流
れ
に
槌
っ
て
運
ん
で
き

た
。
郡
じ
ゅ
う
の
者
は
「
こ
れ
は
で
た
ら
め
だ
。
人
を
食
う
魚
、
な

ど
ど
こ
に
い
る
か
。
体
、
が
数
丈
を
越
え
る
の
に
ど
う
や
っ
て
捕
ま

え
る
の
だ
」
と
言
っ
た
。
鱒
魚
を
克
一
る
と
、
一
驚
き
ま
た
喜
ん
で
、

一
世
田
っ
た
、
「
:
:
:
も
し
棟
公
の
正
義
、
が
人
々
に
広
く
い
き
わ
た
り
、

つ

く
津
す
る
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
、

し
、
大
き
な

v

娘
み
を
鎮
め
、
王
者
の

く
知
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
た
だ
ろ
う
か
ー

の
態
下
注
で
は
こ
の
文
は
取
り
上
げ
ら
れ
ず
、

欧
陽
修
の
ぺ
神
道
碑
」
を
通
し
て
陳
尭
佐
が
鰭
魚
を

が
ポ
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
清
代
海
正
年
関

さ
れ
た
類
書
『
古
今
図
書
集
成
』
の
「
鱗
魚
部
」
で

篇
の
文
の
う
ち
「
数
鱗
魚
文
」
を
唯
一
の
「
嬢
魚
部

つ
ま
り
文
学
作
品
と
し
て
拾
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
韓
愈
以
前

の
鱒
魚
に
ま
つ
わ
る
文
章
が
志
怪
的
な
興
味
の
外
に
出
な
か
っ
た
の

に
対
し
て
、
尭
佐
の
文
は
鱗
魚
と
人
間
と
の
関
わ
り
を
官
官
こ
う
と
し

て
い
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ち
な
み
に
韓
愈
の
「
鰯
魚
文
」

、、

は
『
新
高
明
書
』
韓
愈
伝
か
ら
の
引
用
と
し
て
な
お
「
纏
魚
部
紀
事
」

の
中
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
「
鰯
魚
文
」
は
、
実
際

は
散
文
の
テ
!
ず
が
志
棋
は
的
な
「
紀
事
」
か
ら
文
学
的
に
変
わ
っ
て

い
く
に
あ
た
っ
て
の
大
き
な
転
換
点
に
位
置
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

!~京
/ぷ

上
述
の
通
り
、

lま

。ョ

(25) 

九
、
ま
と
め

以
上
の
い
く
つ
か
の
考
察
か
ら
次
の
よ
う
な
こ
と
が
い
え
よ
う
c

第
一
に
、
韓
愈
の
地
方
{
践
と
し
て
の
実
績
を
示
す
た
め
に
『
旧
麿

が
節
録
の
形
で
山
引
い
た
「
鍾
魚
文
」
は
、
『
新
藤
書
』
で
は
全



文
山
引
用
さ
れ
た
の
そ
れ
は
古
文
家
と
し
て
の
韓
愈
を
重
ん
ず
る
編
集

方
針
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
結
果
的
に
人
々
が
こ
の
文
章
に
触
れ

る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
し
か
し
総
集
へ
の
収
録
清
況
か
ら
い
え
ば
、

広
く
世
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
は
明
代
以
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
σ

第
二
に
、
散
文
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
は
、
祭
文
・
撤
文
・
雑
文
な

ど
諸
家
に
よ
っ
て
揺
れ
が
見
ら
れ
る
の
時
間
的
な
流
れ
で
考
え
る
と
、

元
来
は
出
来
の
ジ
ャ
ン
ル
か
ら
は
み
出
た
た
め
に
雑
文
に
編
入
さ
れ

た
が
、
「
祭
鰭
魚
文
」
と
い
う
題
に
作
る
も
の
が
現
れ
、
祭
文
と
し

て
一
応
の
地
位
を
獲
得
し
た
っ
し
か
し
撤
文
と
し
て
の
側
面
が
発
見

さ
れ
る
こ
と
で
、
清
代
に
「
詔
A
A
W

類
」
に
分
類
す
る
も
の
が
現
わ
れ
、

最
近
で
は
「
送
窮
文
」
「
毛
穎
伝
」
な
ど
他
の
「
雑
文
」
と
関
連
さ

せ
て
遊
戯
的
な
散
文
と
見
る
説
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
み
る
と
、
「
鱗
魚
文
」
は
従
来
の
文
体
に
収
ま

ら
な
い
散
文
で
あ
っ
た
の
こ
う
し
た
い
わ
ば
規
範
か
ら
の
逸
脱
に
よ

っ
て
新
し
い
文
学
を
創
造
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
韓
愈
に
特
徴
的
な

{お
J

も
の
で
あ
ろ
う
の
だ
が
「
鱗
魚
文
」
の
場
合
は
、
本
来
、
鱗
魚
を
追

い
払
う
た
め
の
儀
礼
的
文
章
で
あ
る
べ
き
も
の
に
対
し
て
、
韓
愈
が

そ
の
枠
に
収
ま
ら
な
い
書
き
方
を
し
た
こ
と
で
さ
ま
ぎ
ま
に
読
ま
れ

る
余
地
が
生
じ
、
後
に
複
数
の
文
章
ジ
ャ
ン
ル
を
さ
ま
よ
う
こ
と
に

な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
の
そ
こ
に
私
た
ち
は
韓
愈
が
散
文
文
学

史

上

に

新

し

い

開

拓

を

な

し

た

、

と

い

の

で

あ

ろ

う

。

注(
1
)
『
昌
繋
先
生
集
』
一
六
。
な
お
韓
愈
の
作
品
の
原
文
・
巻
数
は

東
雅
堂
本
吉
田
家
先
生
集
』
に
よ
っ
た
が
、
引
用
に
際
し
て
は
新
字

体
に
改
め
、
般
の
諸
文
献
も
含
め
て
「
纏
」
と
「
鰐
」
等
の
異
体
字

に
つ
い
て
は
原
文
を
尊
重
し
た
。

(
2
)
欧
宋
二
公
、
比
出
向
韓
椀
古
文
、
故
景
文
於
唐
蓄
列
伝
、
凡
韓
椀

文
可
入
史
者
、
必
探
挺
不
透
。
(
『
廿
二
史
街
記
』
巻
一
八
「
新
書
好

用
韓
柳
文
」
)

(
3
)
韓
怠
の
吉
文
へ
の
評
価
が
『
田
鹿
書
』
で
抵
い
の
に
対
し
、
『
新

協
同
書
』
で
は
高
い
こ
と
は
王
運
煎
「
麿
代
詩
文
古
今
体
之
争
和
《
問

唐
書
》
的
文
学
観
」
(
司
文
学
遺
産
』
一
九
九
一
一
一
年
第
五
期
)
に
詳
し
い
。
)

(
4
)
韓
退
之
駆
鰐
魚
文
、
苦
非
佳
作
。
史
寵
但
書
其
事
自
足
実
。
雨
明

全
銭
其
拐
、
亦
何
必
塩
c

(

吋
線
南
遺
老
集
』
巻
二
一
「
詩
史
弁
惑
」
)

(
5
)
そ
れ
ぞ
れ
言
問
禦
先
生
集
』
巻
二
一
、
四
O
、
一
二
九
、
三
九
。

(
6
)
張
読
雲
回
一
家
主
』
巻
m
問
。
ま
た
吋
太
平
広
記
』
巻
四
六
六
「
韓
愈
」
。

な
お
っ
尽
宮
市
志
』
に
引
く
皐
講
援
の
「
愈
神
道
碑
序
」
は
「
韓
文
公

神
道
碑
」
(
言
明
甫
持
疋
文
集
』
巻
ム
ハ
)
の
こ
と
で
あ
る
が
、
現
行
の

文
で
は
「
鰐
魚
」
を
「
鮮
魚
」
に
作
る
な
ど
の
異
問
が
あ
る
。

(
7
)
潮

Mm
悪
渓
、
銀
魚
食
入
不
可
近
。
公
命
捕
得
、
鳴
鼓
於
市
、
以

文
告
節
税
倒
之
、
鱒
患
井
怠
c

制
納
入
歎
師
、
昔
緯
公
論
鱗
部
聴
、
今
公

稜
競
市
刷
機
、
所
為
鎌
薬
、
其
能
異
物
醜
類
革
化
而
科
人
一
品
。
一
m
w
潮

尚
三
宮
ん
停
滞
得
一
一
一
公
、
幸
案
。
巻
二

O
「
太
子
太
師
致



(
8
)
 

(
9
)
劉
真
倫

二
O
O
四
年
)
に
よ
れ
ば
、
世
に
行
わ
の
版
本
の
大
部
分

は
李
棋
が
編
集
し
た
mm
十
巻
本
か
ら
出
て
い
る
と
い
う
(
問
喜
一
一
五

一員)。

(
印
)
「
宋
刑
判
刻
本
庶
人
集
殻
刊
い
(
上
権
お
籍
出
版
社
、
一
九
九
間
年
〉

所
収
の
す
m禦
先
生
文
集
h

お
よ
び
設
相
刊
経
進
詳
注
高
繁
先
生
文
b

に
よ
る
の
な
お
後
者
は
本
文
一
で
は
芋
〈
・
伝
」
と
し
な
が
ら
、
「
回
線
」

部
分
で
は
「
雑
著
」

J

や
「
状
」
の
文
と
と
も
に
「
雑
文
一
」
と
す
る
。

(
日
〉
前
掲
吋
新
刊
経
進
詳
注
高
繋
先
生
文
h

参
照
。
こ
の
こ
と
は

路
守
元
・
常
思
春
主
編
立
呼
愈
全
集
校
技
h

(

関
川
大
学
出
版
社
、

一
九
九
六
年
)
二
二
三
九
真
で
も
指
摘
さ
れ
る
。

(
は
)
文
中
只
用
告
字
並
然
祭
字
、
故
李
漢
編
入
雑
著
、
不
列
無
文
巻
内
。

後
人
不
知
此
彦
、
把
題
問
問
磁
添

d

祭
字
、
今
依
李
本
為
確
。

(
日
)
文
気
似
論
巴
鵠
搬
、
彼
以
雄
深
、
此
刻
矯
健
。
(
司
求
鱗
斎
読
書
錬
』

巻
八
)

(
は
)
惟
年
月
日
、
期
州
料
史
斡
愈
、
使
軍
事
衛
推
業
詩
、
以
羊
一
猪

占
投
思
議
之
欝
水
、
以
与
鱗
魚
食
、
部
告
之
臼
c

(
日
)
吋
太
平
御
覧
』
券
九
二
…
八
「
鱗
魚
」
、
『
太
平
一
広
記
』
巻
践
六
回
「
鰐

魚
」
、
『
お
今
関
書
集
成
』
静
物
龍
一
編
禽
虫
典
第
二
…
一
八
巻
「
鱗

等
に
よ
る
の

(
国
)
司
農
家
先
生
集
』
巻
二
二
。

(
げ
)
(
凶
〉
吋
器
禁
先
生
集
』
巻
二
一
一
…
。

(
m
M

〉
維
年
月
日
、
潮
州
制
史
韓
怠
議
以
清
酌
蝦
婿
之
葉
、
祈

神
之
~
縫
う
:
:
:
神
其
山
間
饗
っ

(
印
〉
維
年
月
日
、
京
認
許
兼
御
史
大
夫
韓
愈
議
以
溺
蹄
之
襲
、
一
件
拝

稽
首
仲
一
口
子
竹
林
之
神
日
、
:
:
:
出
向
饗
。

(
幻
〉
(
お
)
一
吋
Mem-
国
お
代
丈
体
概
論
(
増
訂
本
)
』
(
北
京
大
学
出
版
社
、

a

九
九

O
年
)
。
訳
文
は
、
…
楠
井
控
夫
訳
『
中
閣
の
文
章
i
i
ジ
ャ
ン

ル
に
よ
る
文
学
史
恥
(
汲
占
書
段
、
二

O
O
四
年
)
に
よ
る
。

(
泣
)
夫
倣
天
子
之
命
吏
、
不
聴
其
一
言
、
不
従
以
避
之
、
与
冥
頑
不
護

部
為
段
物
持
者
、
出
削
可
殺
。
刺
史
別
選
材
技
吏
民
、
操
強
弓
毒
矢
、

以
与
鱗
魚
従
事
ゥ
必
尽
殺
乃
止
。
其
無
梅
。

(討〉

A
7
天
子
制
蔚
佼
、
神
知
一
一
一
怒
武
。
四
海
之
外
、
六
合
之
内
、
皆
撫

市
有
之
。
祝
福
内
跡
所
持
、
揚
州
之
近
一
地
、
刺
史
県
令
之
所
治
、
出
実

賦
以
洪
十
一
人
地
宗
麟
百
神
之
紀
之
壌
者
哉
。
¥
髄
魚
其
不
可
与
制
史
雑
処

此
土
也
。

(
お
)
刺
史
受
天
子
命
、
守
此
土
、
治
此
氏
。
鱗
魚
拝
然
不
安
諮
湾
、

拠
一
処
食
民
審
熊
家
鹿
撃
、
以
肥
其
身
、
以
種
其
子
孫
、
与
制
史
充
拒
、

争
為
長
嫌
。
刺
史
雄
驚
弱
、
亦
安
肯
為
轡
一
魚
低
首
下
心
、
ハ
め
ハ
和
続
税
、

為
民
受
落
、
以
倫
括
於
此
邪
。
立
承
天
子
命
以
来
為
吏
。
間
茶
勢
不

(27) 

(
お
)
撒
之
大
体
、
或
述
此
休
明
、
或
叙
彼
背
』
慮
、
指
天
持
、
審
人
事
、

算
獲
弱
、
角
権
勢
。
:
・

0

故
英
植
義
瞬
間
辞
、
務
在
概
健
。
:
:
:
必
事

時
間
寝
弁
、
気
接
部
辞
断
、
此
其
要
症
。

(
計
)
一
高
官
代
祭
文
小
考

;
i李
高
憶
を
中
心
に
1
i
t
」
(
明
外
題
語
教
育

論
集
』
第
川
口
号
、
一
九
九
二
年
)
。

(
部
)
主
投
宋
八
家
文
(
学
習
研
究
社
、

一
九
八
二
年
)
三

O
O
真。



(
約
)
一
-
勝
宋
八
家
文
(
朝
日
新
聞
聞
社
、
…
九
六
六
年
)
二
七

C
頁。

(
初
)
吋
韓
愈
散
文
芸
術
論
』
(
十
期
間
大
学
出
版
社
、
…
九
八
六
年
)

一
八

0
1
一
八
一
一
員
。

(
幻
)
安
徽
教
育
出
版
社
、
一
九
九
五
年
、
一

O
六
0
1
一
O
六
一
一
貝
っ

(
泣
)
「
毛
穎
伝
」
に
関
し
て
は
宋
の
葉
夢
得
が
南
朝
の
俳
詩
文
に
基
づ

く
も
の
と
い
い
(
明
避
暑
録
話
』
巻
下
て
「
送
窮
文
」
に
開
閉
し
て
は

揚
維
の
「
滋
賀
賦
」
と
の
類
似
が
題
下
設
で
指
摘
さ
れ
る
つ

(
お
)
今
与
鱗
魚
約
、
尽
三
問
、
其
率
醜
類
↑

向
、
五
日
不
能
ま
七
日
。

不
然
、

七
日
不
能
、
是
終
不
肯
従
退
。

刺
史

是
不
有
刺
史
、

雌
有
者
、
不
問
不
知
山
由
。

川
)
『
史
記
b

に
お
け
る
「
潜
稽
」
に
関
し
て
は
、
出
稿

(
吋
京
都
教
育
大
学
問
丈
学
会
誌
b

第
一
二
二
号
、
二
(
参
昭
一
。

(
防
)
明
中
間
雑
文
史
b

(

上
海
文
芸
出
版
社
、
‘
九
九
一
年
)
七
六
寅
ろ

(
初
)
い
ず
れ
も
mm
川
大
学
存
籍
整
理
研
究
所
線
、
曽
褒
装
・
劉
琳
主

縮
交
上
宋
文
h

第
五
加
(
担
問
明
書
社
、
一
九
八
九
年
)
巻

a

九
六
所
収
っ

(
幻
)
成
調
予
日
、
彼
不
可
捕
品
、
穴
探
端
、
辞
骸
浪
、
非
人
力
所
能

加
山
山
っ
子
細
州
不
然
、
彼
之
日
、
:
:
:
律
、
殺
人
者
死
、
今
魚
食
人
也
、

又
何
如
講
の
昔
偶
数
文
公
投
之
以
文
郎
引
出
避
、
是
州
問
鰐
魚
之
有
知

也
、
若
之
何
而
遂
24
の
:
:
:
係
差
点
右
前
後
力
者
凡
百
夫
、
曳
才
一
以

出
、
紙
其
吻
、
械
其
足
、
撒
以
日
舟
、
蝦
流
術
革
ヤ
ル
ラ
樹
郡
関
之
、
悉

け
、
是
必
妄
也
、
安
有
企
人
之
魚
、
市
能
獲
之
者
鷲
ヴ
統

見

之

、

別

骸

市

謀

、

往

日

、

治

子

氏

、

公

之

令

嫌

千

徒

、

然

自

誠

而

不

欺

也

、

平

大

怨

、

定

王

者

之

威
一
刑
駕
さ

(
お
)
川
合
藤
一
一
一
日
韓
愈
の
文
学
様
式
探
究
の
試
み
!
1
1
2
;

二
国
記
」

分
析
;
!
?
}
(
巧
終
高
山
の
変
容
中
密
文
学
論
集
』
研
文
出
眠
、

一
九
九
九
年
、
所
収
)
参
照
。

(
京
都
教
育
大
学
)

(28) 


