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台
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・
韓
国
)
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漢
文
(
吉
典
)

教
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i

「
雑
説
(
罵
説
)
」
、
「
送
元
二
使
安
西
」
を
め
ぐ
っ
て

コ
i
デ
ィ
ネ

i
タ
i

青
木
五
郎

昨
年
八
月
、
二
松
学
舎
大
学
で
、
「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
漢
字
文

化
活
用
の
現
状
と
将
来
!
日
本
・
中
国
・
台
湾
・
韓
留
の
漢
文
教
青

と
漢
文
教
科
書
を
め
ぐ
っ
て
」
と
越
す
る
額
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開

催
さ
れ
た
。
漢
字
文
化
の
伝
統
を
共
有
す
る
東
ア
ジ
ア
の
四
つ
の
国

家
と
地
域
の
代
表
が
一
堂
に
会
し
て
、
自
国
の
漢
字
漢
文
(
古
典
)

教
育
の
燈
史
と
現
状
に
つ
い
て
報
告
し
、
い
わ
ゆ
る
漢
字
文
化
関
の

再
構
築
の
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
の
試
み
は
、
ま
さ
に
碩
期

的
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
巨
視
的
に
は
、
西
洋
主
導
の
「
近
代

化
」
に
対
す
る
文
明
史
的
反
省
が
取
り
ざ
た
さ
れ
る
中
で
、
漢
字
文

化
に
醸
成
さ
れ
た
東
洋
的
叡
智
の
護
権
は
可
能
な
の
か
と
い
う
間
い

を
前
提
と
し
つ
つ
、
現
実
的
に
は
、
隣
国
の
漢
文
(
古
典
)
教
育
の

経
験
を
「
他
山
の
石
」
(
他
人
の
す
ぐ
れ
た
面
を
参
考
に
し
て
自
己

の
欠
点
を
修
正
し
、
見
識
を
高
め
る
)
と
し
て
、
危
機
的
状
況
に
あ

る
わ
が
留
の
漢
文
教
育
に
対
す
る
打
開
策
の
一
助
と
す
る
と
い
う
意

味
を
も
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

報
告
・
討
論
の
詳
し
い
内
容
は
間
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
実
行
委
員
会
の

報
告
書
に
ゆ
ず
る
と
し
て
、
漢
文
教
育
を
柱
の
一
っ
と
す
る
我
々
の

学
会
も
、
こ
う
し
た
試
み
を
単
発
的
な
も
の
に
終
わ
ら
せ
る
こ
と
な

く
、
継
続
的
に
発
展
・
深
化
さ
せ
る
た
め
の
努
力
を
惜
し
む
べ
き
で

は
な
い
と
考
え
、
今
年
度
は
次
の
企
画
で
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
行
う
こ

と
と
し
た
。

日
本
・
中
間
・
台
湾
・
韓
国
の
四
つ
の
国
家
と
地
域
で

共
通
に
採
用
さ
れ
て
い
る
向
一
作
品
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
聞

や
地
域
で
ど
の
よ
う
に
教
材
化
さ
れ
教
育
実
践
さ
れ
て
い
る
か

を
調
査
し
、
報
告
を
す
る
。
そ
の
調
査
・
報
告
に
基
づ
く
比
較

検
討
を
通
し
て
、
近
隣
諸
関
に
お
け
る
漢
文
(
古
典
)
研
究
教

育
の
現
状
に
つ
い
て
の
知
見
を
広
め
る
と
と
も
に
、
わ
が
留
の

漢
文
教
育
に
お
け
る
教
材
研
究
や
指
導
法
を
考
え
る
た
め
の
資

と
す
る
。

一
一
、
取
り
扱
う
教
材
イ
、
散
文
「
雑
説
(
馬
説
)
」
(
韓
愈
)
口
、

韻
文
「
送
元
二
使
安
西
」
(
玉
維
)
付
「
黄
鶴
楼
送
孟
浩
然
之

法
綾
」
(
李
自
)

一
一
一
、
パ
ネ
リ
ス
ト
イ
、
日
本
筑
波
大
学
知
属
高
校
渡
辺
雅
之

氏

官

、

中

国

二

松

学

舎

大

学

木

村

淳

氏

ハ

、

台

湾

筑
波
大
学
附
属
中
学
校
大
橋
賢
一
氏
ニ
、
韓
国
大
阪
大

学

辛

賢

氏

(

二

松

学

舎

大

学

)

(79) 



東
ア
ジ
ア
の
漢
文
教
材
の
比
較

1
5本

渡
辺
雅
之

今
回
は
日
本
の
教
科
書
で
も
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
「
雑
説
」
、

「
送
元
二
使
安
西
」
に
つ
い
て
、
日
本
・
中
街
・
韓
間
・
台
湾
で
ど

の
よ
う
に
こ
の
教
材
を
扱
っ
て
い
る
の
か
を
比
較
し
た
。
筆
者
は
日

本
の
状
況
を
調
べ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ま
ず
、
「
雑
税
」
に
つ
い
て

-
「
間
関
語
総
合
」
、
手
u
山
県
]
」
な
ど
、
十
数
以
上
の
教
科
書
が
こ

の
「
雑
説
」
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
教
材
は
日
本

で
は
定
番
教
材
だ
と
い
え
る
。
中
国
・
台
湾
・
韓
間
で
も
こ
の
教

材
は
「
馬
説
」
と
い
う
名
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
も
定

番
教
材
と
い
え
る
ο

2

「
鳴
呼
、
其
真
無
馬
邪
、
投
〈
真
不
知
馬
也
J

の
部
分
。
日
本
の

教
科
書
で
は
、
『
庶
宋
八
家
文
読
本
』
立
粋
畠
繋
集
』
に
基
づ
い
た

本
文
が
圧
倒
的
に
多
い
が
、
『
吉
文
真
宝
』
吋
文
章
規
範
』
に
基
づ

い
た
「
鳴
呼
、
其
真
無
潟
耶
、
其
真
不
識
馬
耶
J

と
い
う
本
文

を
取
っ
て
い
る
も
の
も
散
見
す
る
っ
と
こ
ろ
が
、
日
本
以
外
は

『
唐
宋
八
家
文
読
本
』
系
の
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ

の
…
文
の
後
半
を
、
断
定
と
し
て
読
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
に
な

る

の

系

は

、

前

半

も

後

半

も

疑

問

と

し

て

読

ん

で

い
る
の

3 

次
に
こ
の
「
雑
説
」
の
扱
い
方
で
あ
る
が
、
日
本
で
は
官
吏
の

任
用
制
度
の
あ
り
方
の
主
張
と
と
ら
え
さ
せ
よ
う
と
い
う
の
が
、

ほ
と
ん
ど
の
指
導
室
田
等
で
み
ら
れ
る
が
、
日
本
以
外
、
と
く
に
中

国
で
は
政
治
思
想
と
い
う
思
想
教
材
と
し
て
の
扱
い
を
し
て
い
る

よ
う
で
あ
る
つ

続
い
て
は
、
王
維
の
「
送
元
二
使
安
西
」
に
つ
い
て

日
本
の
教
科
書
の
場
合
、
中
学
校
の
も
の
も
含
め
る
と
ほ
ぼ
全

社
が
取
り
上
、
げ
て
い
る
定
番
中
の
定
番
と
い
っ
た
教
材
で
あ
る
。

ま
た
、
台
湾
で
は
教
科
書
で
は
取
り
上
げ
て
い
な
い
が
、
中
国
で

も
、
韓
国
で
も
取
り
上
げ
て
い
る
教
材
で
、
そ
れ
だ
け
感
銘
を
与

え
う
る
、
別
離
の
詩
の
絶
唱
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
教
材
に
関
し
て
は
、
四
カ
国
と
も
教
え
方
に
大
き
な
差
は

な
い
。
た
だ
し
、
中
間
で
も
、
韓
国
で
も
、
詩
は
は
明
諮
と
い
う
こ

と
に
重
点
が
震
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
日
本
で
も
暗
請

を
無
視
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
詩
教
材
は
婿
踊
す
べ
き
も

の
と
い
う
暗
黙
の
う
ち
の
了
解
は

E
本
に
は
な
い
よ
う
で
、
残
念

で

あ

る

の

(

筑

波

大

学

鮒

震

高

等

学

校

)

(80) 
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東
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漢
文
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比
較
l
中
毘

木
村

で
は
、
中
田
で
最
も
普
及
し
て
い
る
教
科
書
で
あ
る
人

士
間
半
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年
級
か
ら
九
年
級
ま
で
各
上
下
山
、
二

O
O
一
年
し
ハ
バ
ー

年
ト
伶
一
月
)
を
も
と
に
、
戸
川
説
」
と
「
送
一
応
一
川
使
宏
一
州
の
取
り

扱
い
に
つ
い
て
幣
制
引
を
行
な
っ
た
。
叫
課
松
標
準
い
と
は

O
O
一

年
に
公
布
さ
れ
た
政
府
の
定
め
た
指
導
嬰
綱
を
一
一
一
バ
い
、
新
し
い
立
山

科
M
M
準
い
の
た
め
「
新
課
椋
い
と
も
呼
ば
れ
る
。
今
川
抜
う
教
科
書

が
基
づ
い
た
「
新
課
探
」
や
教
師
別
指
導
書
(
同
社
吋
教
師
教
学
用

書
片
手
州
常
教
学
設
計
与
実
例
九
一
一
等
)
を
参
照
し
、
語
文
科
全
体
に

関
わ
る
目
標
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
中
国
の
市
山
県
教
育
が
現
在
目
指
す

方
向
性
の
一
端
に
つ
い
て
紹
介
す
る
こ
と
に
努
め
た
。

「送
γ

ん
企
一
使
安
回
し
は
四
年
級
、
「
府
説
」
は
八
年
級
で
学
ぶ
。
教

材
の
構
成
白
体
に
は
際
だ
っ
た
特
徴
は
な
い
。
注
目
す
べ
き
は
作
品

の
扱
い
や
「
練
育
問
題
」
に
現
れ
た
最
近
の
傾
向
で
あ
る
。
指
導
奈
川

の
「
送
…
兆
一
使
安
剖
」
に
関
す
る
箇
所
で
は
、
地
の
生
徒
の
朗
読
の

仕
方
や
詩
句
の
解
釈
に
つ
い
て
怠
見
交
換
を
行
わ
せ
る
こ
と
を
推
奨

し
て
い
る
。
つ
ま
り
教
師
、
が
す
ぐ
に
解
答
を
与
え
る
の
で
は
な
く
、

自
分
注
の
力
で
作
品
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
「
馬
説
」
の
練
育
問
題
で
は
、
内
容
に
関
す
る
質
問
と

し
て
、
現
代
社
会
に
お
い
て
は
い
か
な
る
人
材
が
必
要
ー
と
さ
れ
る
か
、

人
は
い
か
に
才
能
を
発
揮
し
て
今
を
生
き
て
い
く
べ
き
か
と
い
っ
た

現
実
社
会
と
の
関
連
性
を
考
え
さ
せ
る
問
題
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

A
¥
j
/
¥
1
ノ
一

P

/
{
¥
F
f
t
¥
、

そ
う
し
た
間
い
に
よ
っ
て
作
品
に
対
す
る
班
解
を
深
め
る
指
導
は
従

来
よ
り
行
わ
れ
て
き
た
じ
ま
た
、
十
け
典
を
通
じ
て
出
国
の
文
化
を
学

ぶ
と
と
も
に
、
保
々
な
文
体
に
触
れ
る
こ
と
で
生
徒
が
自
ら
の
表
現

力
を
高
め
ら
れ
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
た

だ
し
「
新
課
際
:
一
に
基
づ
い
た
教
科
書
に
は
、
教
師
が
あ
る
…
つ
の

答
え
に
導
く
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
徒
が
自
分
な
り
の
意
見

を
述
べ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
い
う
型
念
が
恨
底
に
あ
り
、

に
従
来
の
教
科
書
と
は
異
な
る
特
徴
が
う
か
が
え
る

G

'>-
) 

'>-

」

シンポジウム足立景

か
ら
は
束
ア

ジ
ア
の
漢
文
教
育
は

文
化
教
育
と
呼
ぶ

べ
き
も
の
で
は
な
い

か
、
と
の
意
見
が
出

線
か
に
そ

(81) 

さ
れ
た
。

れ
は
共
寸

る
。
た
だ
中
国
の
場

合
、
漢
文
教
材
は

J

自

国
の
古
典
で
あ
る
た

め、

の
運
用
面

の
指
導
に
も
重
き
が

れ
て
き
た
c

前



述
の
よ
う
に
、
最
近
の
傾
向
と
し
て
は
発
表
・
討
論
の
比
重
を
増
や

す
よ
う
提
起
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
所
に
他
の
東
ア
ジ
ア
の
漢
文

教
材
と
の
違
い
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
(
一
一
松
学
舎
大
学
)

東
ア
ジ
ア
の
漢
文
教
材
の
比
較
i
台
湾

大
橋
緊
一

台
湾
に
つ
い
て
、
韓
愈
「
雑
説
」
と
李
白
「
黄
鶴
楼
送
孟
浩
然
之

広
陵
」
の
二
つ
の
教
材
を
と
り
あ
げ
た
。
な
お
、
台
湾
の
教
材
に
だ

け
李
白
詩
を
と
り
あ
げ
た
の
は
、
王
維
「
送
元
二
使
安
西
」
を
と
り

あ
げ
て
い
る
教
科
書
が
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
つ

二
つ
の
教
材
の
解
釈
に
関
し
て
は
、
台
自
の
関
に
大
き
な
違
い
は

な
い
。
音
注
や
解
釈
の
付
け
方
に
つ
い
て
は
、
台
湾
の
ほ
う
が
絢
く

音
注
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
日
本
一
語
の
よ
う
に
ル
ピ
が
な
い
以
上
、

そ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
解
説
文
や
課
題
に
つ
い
て
は
、
合
湾
独
自
の
特
色
が
認
め

ら
れ
る
。
例
え
ば
、
「
雑
説
」
に
も
李
自
詩
に
も
、
台
湾
に
は

S
本

の
教
科
書
に
は
な
い
解
説
文
が
付
さ
れ
て
い
る
の
「
雑
説
」
の
解
説

文
に
は
、
文
章
の
構
成
や
、
馬
や
伯
楽
が
何
に
喰
え
ら
れ
て
い
る
か
、

ま
た
文
章
に
は
ど
の
よ
う
な
特
色
、
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て
比
較
的
締
か
く
舎
か
れ
て
い
る
。
ま
た
課
題
に
つ
い
て
は
「
あ

な
た
は
こ
れ
ま
で
な
に
か
動
物
を
飼
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。
餌

っ
て
い
る
過
程
で
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
学
び
得
ま
し
た
か
。
ク
ラ

ス
メ
!
ト
と
話
し
合
っ
て
み
よ
う
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
は

「
雑
説
」
か
ら
離
れ
て
自
分
の
意
見
を
述
べ
よ
、
と
い
う
趣
旨
の
も

の
で
台
湾
独
自
の
課
題
で
あ
る
。
ま
た
、
台
湾
に
は
「
応
用
練
習
」

と
い
う
項
留
が
あ
り
、
馬
に
開
閉
す
る
成
語
と
、
歴
史
上
の
人
物
に
関

わ
る
成
語
が
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
の
か
を
確
か
め
る
問
題
が

用
意
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
問
題
か
ら
は
「
雑
説
」
を
き
っ
か
け
と
し

て
、
生
徒
の
詩
嚢
力
を
高
め
、
ま
た
表
現
力
を
養
お
う
と
い
う
ね
ら

い
が
感
じ
ら
れ
、
こ
う
し
た
質
問
は
日
本
の
教
科
書
に
見
ら
れ
な
い

も
の
で
あ
り
、
台
湾
か
ら
見
習
う
べ
き
工
夫
の
一
っ
と
思
わ
れ
る
。

李
白
詩
の
鑑
賞
文
に
は
「
古
代
は
交
通
の
使
が
悪
く
、
一
度
別
れ

て
し
ま
う
と
再
会
す
る
の
は
困
難
で
あ
っ
た
。
友
人
と
集
ま
る
こ
と

も
簡
単
で
は
な
く
、
送
別
は
ま
た
格
別
の
、
感
傷
を
表
す
も
の
で
あ
っ

た
の
だ
か
ら
、
別
れ
難
い
心
情
を
描
写
す
る
こ
と
は
、
送
別
詩
の
、
王

な
特
色
と
な
っ
て
い
る
」
と
い
っ
た
当
時
の
時
代
背
景
に
関
す
る
説

明
が
あ
り
、
生
徒
の
知
識
を
構
う
よ
う
な
配
慮
、
か
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
台
湾
の
教
材
に
は
、
古
典
の
学
習
に
止
ま
ら
ず
、

現
代
語
と
の
関
わ
り
が
意
識
さ
れ
た
課
題
一
や
、
細
か
い
解
説
文
が
掲

載
さ
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
台
湾
の
教
科
書
の
特
色
は
、
今
後
日
本

の
教
科
書
を
作
る
際
の
参
考
に
資
す
る
も
の
と
一
一
一
一
問
え
よ
う
。

(
筑
波
大
学
附
属
中
学
校
)

(82) 



東
ア
ジ
ア
の
漢
文
教
材
の
比
較
i

韓
国

辛

賢

韓
関
の
漢
文
教
材
の
特
徴
に
つ
い
て
、
ま
ず
、
学
習
単
一
冗
の
構
成

部
か
ら
述
べ
て
お
き
た
い
。
韓
国
の
教
材
は
各
単
一
冗
の
主
題
に
関
す

る
解
説
(
「
基
本
編
」
)
の
ほ
か
に
、
「
応
用
一
綿
」
の
学
習
コ
ー
ナ
ー

が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
「
応
用
編
」
で
は
面
白
い
説
話
や
教
説
的
な

格
一
一
一
一
口
な
ど
を
ハ
ン
グ
ル
漢
字
交
じ
り
の
文
で
掲
載
し
、
学
習
者
が
一

般
教
養
と
し
て
の
漢
字
を
多
く
習
得
す
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い
る

な
ど
、
韓
関
の
漢
文
教
材
は
、
こ
の
「
応
用
編
」
の
占
め
る
割
合
、
が

大
き
い
。
主
題
に
関
わ
る
解
説
を
主
と
す
る
日
本
の
漢
文
教
材
に
比

べ
て
学
習
内
容
が
多
様
で
充
実
し
て
い
る
と
は
い
え
る
が
、
そ
の
反

面
、
雑
然
と
し
て
体
系
を
欠
い
て
い
る
感
も
あ
る
。

…
方
、
そ
の
内
容
面
を
検
討
す
る
と
、
い
く
つ
か
の
問
題
点
が
指

摘
で
き
る
。
ま
ず
、
韓
愈
「
雑
一
説
」
で
は
、
本
文
を
正
し
く
理
解
す

る
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
用
語
や
文
節
に
つ
い
て
説
明
、
が
疎
か
に

な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
な
か
に
は
「
雑
説
」
の
主
旨
に
関
わ
る

「
伯
楽
」
に
つ
い
て
、
何
を
す
る
人
で
、
馬
と
ど
の
よ
う
な
関
わ
り

が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
全
く
説
明
さ
れ
て
い
な
い
も
の
も
あ
り
、
こ

れ
で
果
た
し
て
「
雑
説
」
の
主
旨
に
つ
い
て
学
習
者
の
理
解
が
得
ら

れ
る
か
ど
う
か
。
さ
ら
に
、
「
故
践
有
名
馬
、
祇
辱
於
捌
謝
刈
之
手
、

制
剤
於
樹
樹
ぷ
側
、
不
以
千
里
稀
也
」
に
お
い
て
は
、
「
掛
端
叫
刈
」

「
掛
川
寸
刻
判
例
」
(
仰
と
並
ぶ
?
)
「
絹
川
嵐
叫
制
」
(
馬
小
屋
と
馬
小

患
の
問
問
?
)
と
解
し
て
お
り
、
こ
れ
も
た
ん
に
文
字
を
な
ぞ
っ
た
だ

け
の
意
味
不
明
な
訳
文
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
「
才
美
不
外
見

i
」

の
く
だ
り
で
は
、
「
才
美
」
を
「
才
能
と
美
し
さ
」
と
誤
読
し
て
い

る
な
ど
、
そ
の
内
容
は
杜
撰
と
い
う
し
か
な
い
。

一
方
、
李
白
と
王
維
の
漢
詩
で
は
、
比
較
的
理
解
し
や
す
い
充
実

し
た
解
説
を
行
っ
て
い
る
。
全
体
的
に
は
、
詩
人
の
情
緒
や
漢
詩
の

形
式
、
ま
た
は
作
品
の
表
現
技
法
な
ど
に
つ
い
て
、
噛
み
砕
い
た
分

か
り
ゃ
す
い
説
明
が
な
さ
れ
て
お
り
、
詩
人
の
心
情
や
著
述
の
意
図

に
つ
い
て
学
習
者
の
想
像
を
働
か
せ
る
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。

韓
国
で
は
、
長
年
ハ
ン
グ
ル
専
用
政
策
が
推
し
進
め
ら
れ
、
日
常

的
に
漢
字
を
告
に
す
る
機
会
は
少
な
く
、
菌
語
(
韓
思
誇
)
の
八
割
前

が
漢
字
詰
で
あ
る
の
に
、
漢
字
に
対
す
る
馴
染
み
は
薄
い
。
し
た
が

っ
て
、
漢
文
教
育
に
対
す
る
学
校
の
役
観
は
非
常
に
重
要
な
位
建

に
あ
る
。
韓
国
の
漢
文
教
材
は
、
学
習
者
の
関
心
を
高
め
る
た
め
の

様
々
な
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
一
方
、
「
雑
説
」
に
み
ら
れ
る
よ
う

な
問
題
点
も
抱
え
て
お
り
、
こ
う
し
た
点
を
解
決
し
て
い
か
な
け
れ

ば
、
漢
字
や
漢
字
文
化
へ
の
擦
心
は
ま
す
ま
す
減
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

(
大
阪
大
学
)
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