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は
じ
め
に

中
国
儒
教
史
の
流
れ
は
、
{
木
代
に
入
る
と
、
古
代
へ
の
回
帰
を
標
楊
し
な
が
ら
そ
の
実
人
間
存
在
を
そ
の
内
面
か
ら
規
定
し
て
ゆ
く

と
い
う
新
た
な
方
向
を
採
っ
て
進
む
。
そ
こ
に
中
国
の
ル
、
不
サ
ン
ス
を
観
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
。
が
ル
、
不
サ
ン
ス
は
突
然
花
開
い
た

の
で
は
な
く
、
萌
芽
は
す
で
に
唐
代
に
見
え
る
の
で
あ
る
。

韓
愈
は
柳
宗
元
と
共
に
、
唐
代
古
文
運
動
の
頂
点
に
位
置
す
る
文
学
者
で
あ
り
思
想
家
で
あ
る
。
こ
こ
で
採
り
あ
げ
る
「
原
道
」
は
、

そ
の
韓
愈
の
代
表
的
論
文
で
あ
っ
て
、
宋
学
の
完
成
者
朱
子
や
そ
の
師
程
伊
川
が
し
ば
し
ば
議
題
と
し
、
ま
た
理
論
展
開
の
際
引
用
し

む
者
作
で
あ
る
。
宋
学
の
問
題
意
識
の
中
で
捉
え
ら
れ
る
べ
き
点
を
多
く
は
ら
ん
で
い
る
と
考
子
り
れ
よ
う
。
こ
の
意
昧
で
韓
愈
の
「
原

道
」
に
ル
ネ
サ
ン
ス
の
萌
芽
を
み
る

つ
ま
り
そ
れ
を
宋
学
の
先
駆
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

具
体
的
に
宋
学
の
先
駆
と
さ
れ
る
特
徴
的
な
点
の
み
挙
げ
る
な
ら
ば
、
微
視
的
に
は
道
統
理
念
・

「
大
皐
」
の
重
視
が
挙
げ
ら
れ
よ

う
し
、
巨
視
的
に
は
釈
老
を
排
斥
し
て
儒
教
を
宣
揚
せ
ん
と
す
る
「
原
道
」
執
筆
の
意
図
そ
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

私
が
小
論
で
扱
い
た
い
の
は
主
に
後
者
の
特
徴
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
韓
愈
が
推
進
さ
せ
た
古
文
運
動
で
は
単
に
文
体
に
お
い
て
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の
み
古
代
の
復
興
が
叫
ば
れ
た
の
で
は
な
く
、

そ
の
文
体
に
の
せ
る
思
想
が
古
代
を
継
承
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
漢
代
以
前
の
儒
教
に

回
帰
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。
「
原
道
」

で
追
求
さ
れ
宣
揚
さ
れ
た

〈
道
〉
も
無
論
二
帝
一
二
王
の
道
で
あ
っ
た
。
し
か
し
「
原
道
」

で
は
釈
老
批
判
を
軸
に
論
が
展
開
さ
れ
る
。
釈
老
批
判
、
特
に
釈
|
|
仏
教
|
|
に
対
す
る
批
判
そ
の
も
の
は
、
宋
学
の
先
駆
と
さ
れ

る
も
の
の
決
し
て
独
自
の
視
点
に
立
つ
も
の
で
は
な
く
、
六
朝
以
来
の
仏
教
批
判
を
踏
襲
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
と
は
い
え
韓
愈
に
と
っ

て
釈
老
批
判
が
重
大
な
意
味
を
持
っ
た
こ
と
は
窺
え
る
。
そ
こ
で
小
論
で
は
、
な
ぜ
釈
老
批
判
を
軸
と
す
る
の
か
と
い
う
問
題
も
含
め
、

「
原
道
」
成
立
の
動
機
づ
け
を
試
み
て
ゆ
き
た
い
。
成
立
に
遡
っ
て
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
韓
愈
が
「
原
道
」
に
こ
め
た
思
い
を
確

認
す
る
と
同
時
に
、
唐
代
思
想
史
に
し
め
る
韓
愈
の
位
置
づ
け
も
よ
り
精
し
い
も
の
に
な
ろ
う
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

「
原
道
」
の
成
立
時
期

成
立
に
関
す
る
考
察
の
最
初
は
や
は
り
時
期
の
決
定
で
あ
ろ
う
。
あ
い
に
く
韓
愈
自
身
の
著
作
の
中
に
も
、
ま
た
同
時
期
の
作
家
の

著
作
の
中
に
も
、
「
原
道
」
の
成
立
に
直
接
触
れ
て
い
る
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。
そ
こ
で
ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
法
と
し
て
、
「
原
道
」
に

盛
り
こ
ま
れ
た
思
想
の
形
成
や
そ
の
表
現
の
し
方
に
注
目
し
他
の
著
作
と
比
較
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
。

さ
て
韓
愈
に
「
送
浮
屠
文
暢
師
序
」
な
る
序
文
が
あ
る
。
各
地
を
周
遊
し
て
は
そ
の
地
の
有
識
者
に
詩
を
請
う
て
い
る
文
暢
と
い
う

仏
師
に
贈
っ
た
も
の
で
、
柳
宗
元
を
通
し
て
詩
を
依
頼
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
序
中
、
韓
愈
は
文
暢
に
対
し
て
仏
教
の
説
を
で
は
な
く
、
〈
聖

人
の
道
〉
を
こ
そ
語
る
べ
き
だ
と
い
う
。
そ
し
て
〈
聖
人
の
道
〉
の
由
来
を
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

川
町
一
割
副
司
到
劃
利
叫
剖
剖
1
酷
山
川
創
割
珂
例
倒
郡
引
州
側
川
川
。
臨
川
間
勤
剖
到
割
、
然
る
后
配
居
し
て
粧
品
民
し
、
郵
貯
親
U
剖

E
苛
割
引
珂
剖
凶
鵬
制
引
引
を
知
れ
り
。
是
の
故
に
産
出
費
別
対
引
制
凶
守
、
現
最
期
刑
噴
出

引
輔
副
輯
倒
、



安
ん
じ
て
寿司
王刊
り

事

れ
を
以
て
こ
れ
を
婦
に
惇
え
、
婦
是
れ
を
以
て
こ
れ
を
高
に
伺
刻
、
高
田
E

れ
を
以
て
こ
れ
を
調
同
伺
え
、
湯
同
国
れ
を
以
て
こ
れ
を

詞
悶
伺
刊
対
副
閣
制
剖
叫
引
河
剖
周
創
刊
司
叫
割
引
。
荷
村
割
賦
副
司
刊
明
岡
叫
刈

ョ
こ
れ
を
明
る
。

「原道」成立考

こ
の
記
述
と
、
「
原
道
」
の
要
約
部
分
の
記
述
、

夫
れ
詰
る
先
王
の
教
え
と
は
何
ぞ
や
。
時
げ
劃
す
る
こ
れ
を
口
と
謂
い
4

件
て
こ
れ
を
宜
し
く
す
る
こ
れ
を
劃
と
謂
う
、

是
れ
に
由
り
て
お
く
こ
れ
を
道
と
謂
い
、
己
目
足
り
て
外
に
待
つ
こ
と
無
き
こ
れ
を
徳
と
謂
う
。
部
討
対
凶
詞
劃
劇
調
利
引
の

樹
凶
闇
鋼
刑
閥
、
そ
の
民
は
土
農
工
買
部
げ
倒
凶
君
回
刻
引
開
刻
劃
劃
国
劇
到
婦
、
そ
の
服
は
麻
称
、
統
昨
周
凶
割
司
引
似

創
凶
剰
刑
鼎
調
創
則
。
そ
の
道
矯
る
は
明
ら
か
に
し
易
く
、
而
も
そ
の
教
え
矯
る
は
行
い
易
き
な
り
。
是
の
故
に

d
w剖
叫
引
部

計
鯨
制
利
凶
ォ
則
剖
胴
叫

U
引
相
、
指
W
剖
叫
司
刈
剖
劇
制
判
凶
1
則
引
調
剤
引
司
到
、

d
w剖
叫
引
以
剖
創
制
利
凶
1
則
引
制

叫
U
引
剤
、
京
剖
凶
引
珂
判
園
調
剖
雪
村
副
1
評

議

割

引

刑

制

M
。

是

の

故

に

許

制

副

司

倒

輔

副

伺

河

u引
凶
則
引
制
州
制
剖
劃
引
相
、
郊
に
し
て
天
神
傾
り
、
廟
に
し
て
人
鬼
饗
す
。
日
く
「
斯
の
道
や
何
の
道
ぞ
や
」
と
。
日
く
「
斯

れ
吾
が
所
謂
る
道
な
り
。
帥
の
所
謂
る
老
と
併
と
の
道
に
非
ざ
る
な
り
。

I

有
国
司
副
剖
矧
叫
伺
刊
封
摺
州
制
叫
引
〕

判
を
寓
に
停
引
開
劃
い
れ
を
以
て
こ
れ
を
湯
に
憎
ん

11調
是
れ
を
以
て
克
武
周
到
叫
伺
え
、
対
副
周
到
こ
れ
を
孔
一
百
周
阿
見
、
孔

子
こ
れ
を
孟
靭
に
侍
え
、
軒
の
死
す
る
や
、
そ
の
侍
う
る
を
得
、
す
。
萄
と
揚
と
や
、
樺
び
て
精
な
ら
ず
、
語
り
て
詳
な
ら
ず
。
周

公
由
り
て
崎
、
上
に
し
て
君
矯
り
、
故
に
そ
の
事
行
な
わ
れ
、
臨
釘
出
川
司
市
村
川

U
引
回
創
刊
制
叫
到
割

し
」
ん
」
。

と
を
比
較
し
意
味
内
容
の
近
い
も
の
を
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
記
号
で
対
応
さ
せ
る
と
、
論
の
組
み
立
て
上
順
序
に
異
動
が
あ
る
も
の
の
、

21 

C
E
F
(
?
)
G
H
I
J
K
が
意
味
と
し
て
対
応
す
る
だ
け
で
な
く
、
表
現
も
か
な
り
似
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
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人|に
の|つ
害lい
多lて
し|は

~;j 
rll ~ 
到
百 l の
者

り
で
す
一
つ
、

然
る
後
d
住
税
う
る
に
相
い
匙

す
る
の
道
を
以
て
す
。

の
部
分
が

ま
た
「
に
つ
い
て
は

凡
そ
吾
が
所
謂
る
道
徳
と
云
え
る
は
、
仁
と
義
と
を
合
わ
せ
て
こ
れ
を
言
う
な
り
、
天
下
の
公
言
な
り
。

が
よ
り
適
切
に
対
応
す
る
。
ま
た
「
送
浮
屠
文
暢
師
序
」
で
道
統
が
孔
子
ま
で
し
か
記
さ
れ
な
い
の
は
、
仏
師
が
読
み
手
だ
か
ら
で
あ

ろ
う
。そ

れ
に
し
て
も
「
送
浮
屠
文
暢
師
序
L

の
記
述
は
「
原
道
」
の
要
約
部
分
に
内
容
・
表
現
が
か
な
り
近
い
。
従
っ
て
前
者
は
後
者
を

さ
ら
に
コ
ン
パ
ク
ト
に
表
現
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
送
浮
屠
文
暢
師
序
」
が
仏
教
を
排
斥
し
て
儒
教
の

〈
道
〉
を
説
こ
う
と
し
た
点
、

そ
し
て
〈
道
〉
に
関
す
る
記
述
の
内
容
・
表
現

と
も
「
原
道
」
の
要
約
部
分
に
近
似
し
て
い
る
点
か
ら
、
「
原
道
」
は
「
送
浮
屠
文
暢
師
序
」
が
執
筆
さ
れ
た
時
ま
で
に
完
成
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

で
は
、
「
送
浮
屠
文
暢
師
序
」
は
い
つ
頃
執
筆
さ
れ
た
か
。
序
中
に
、

た

貞
元
十
九
年
春
、
特
に
東
南
に
行
か
ん
と
し
、
柳
君
宗
元
こ
れ
が
矯
め
に
請
う
。

と
の
記
述
が
あ
り
、
貞
元
十
九
年
(
∞
。
ω)
の
春
ご
ろ
執
筆
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
そ
の
三
年
後
、
元
和
元
年
(
∞

c
g
に
書
か
れ
た
詩
「
送
文
暢
師
北
瀞
」
に
は
、

昔
、
四
門
舘
に
在
り
し
と
き
、
震
に
信
来
り
て
謁
す
る
こ
と
有
り
。

の
句
が
あ
り
、
文
暢
と
初
め
て
会
っ
た
時
、
韓
愈
は
四
門
博
士
の
職
に
就
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。



そ
こ
で
「
原
道
」
は
寸
法
浮
屠
文
暢
師
序
」
が
執
筆
さ
れ
た
貞
元
十
九
年
、
韓
愈
が
三
十
六
歳
で
四
門
博
士
の
職
に
あ
っ
た
時
ま
で

に
成
立
し
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
韓
愈
の
書
簡
中
に
「
重
答
張
籍
書
」
が
あ
る
。
こ
れ
の
執
筆
時
期
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
す
で
に
三
十
歳

を
過
ぎ
幕
僚
か
ら
中
央
官
僚
へ
移
る
こ
と
を
願
っ
て
い
た
頃
、
韓
愈
三
十
一

i
二
歳
の
書
臨
ど
思
わ
れ
る
。
そ
の
中
で
、

っ
か

今
、
夫
の
二
氏
の
宗
と
し
て
こ
れ
に
事
う
る
所
の
者
、
下
は
乃
ち
公
卿
輔
相
、
吾
れ
宣
に
敢
え
て
昌
言
し
て
こ
れ
を
排
さ
ん
や
。

そ
の
語
る
べ
き
者
を
揮
び
て
こ
れ
に
謡
う
る
も
、
猶
お
時
と
吾
れ
と
惇
れ
ば
、
そ
の
融
耳
鳴
噴
な
ら
ん
。
も
し
遂
に
そ
の
書
を
成
さ
ば
、

則
ち
見
て
こ
れ
を
怒
る
者
必
ず
多
し
、
必
ず
且
に
我
を
以
て
狂
と
矯
し
惑
と
爵
せ
ば
、

そ
の
身
の
岨
む
あ
た
わ
ざ
ら
ん
と
す
。
書

「原道」成立考

の
吾
れ
に
於
け
る
何
か
有
ら
ん
。

と
い
い
、
韓
愈
は
釈
老
批
判
を
著
述
す
る
よ
う
勧
め
る
張
籍
に
、

A
7
は
そ
の
気
が
な
い
と
返
事
を
し
て
い
る
。

こ
の
事
か
ら
「
原
道
」
の
執
筆
時
期
を
三
十
一

i
二
歳
ま
で
下
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
従
っ
て
「
原
道
」
は
韓
愈
が
三
十
代
の
半

し
か
し
遅
く
と
も
三
十
六
歳
ま
で
に
成
立
し
た
と
考
え
る
の
で
あ
一
勺

ば
頃
、

「
原
蓮
」
成
立
の
背
景

「
原
道
」
の
お
お
よ
そ
の
成
立
時
期
が
わ
か
っ
た
と
こ
ろ
で
、

そ
の
頃
の
韓
愈
が
い
か
な
る
状
況
に
あ
っ
た
か
を
考
え
て
み
た
い
。

ま
ず
当
時
韓
愈
が
就
任
し
た
官
職
を
略
述
す
る
と
、
貞
元
十
二
年

3
8
)
二
十
九
歳
の
秋
か
ら
同
十
五
年

3
3
)
一
二
十
二
歳
の

春
ま
で
は
作
州
の
宣
武
軍
節
度
使
の
幕
僚
に
、

そ
の
年
の
秋
か
ら
翌
十
六
年
(
∞
。
。
)
三
十
三
歳
の
夏
ま
で
徐
州
の
武
寧
軍
節
度
使
の

23 

幕
僚
に
就
任
し
て
い
た
が
、
十
七
年
(
∞
。
同
)
三
十
四
歳
の
暮
、
四
門
博
士
に
任
命
さ
れ
、
十
九
年
(
∞
O
ω
)

三
十
六
歳
に
は
監
察
御
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史
と
な
っ
て
い
る
。
長
い
浪
人
生
活
か
ら
脱
却
し
て
節
度
使
の
幕
下
に
納
ま
り
、
生
活
は
い
ち
お
う
安
定
す
る
が
中
央
へ
の
思
い
は
や

ま
ず
、
し
か
も
そ
の
安
定
し
た
生
活
さ
え
長
く
続
か
な
い
。
そ
れ
で
も
三
十
四
歳
に
は
よ
う
や
く
中
央
に
宮
を
得
た
の
だ
っ
た
。

こ
の
時
期
に
韓
愈
の
身
辺
に
起
き
た
重
要
な
出
来
事
は
、
韓
愈
を
と
り
ま
く
集
団
!
|
韓
門
ー
ー
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
、

そ
し
て
柳
宗
元
と
の
交
流
が
で
き
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

韓
門
を
代
表
す
る
人
物
に
は
李
朝
(
司
|
虫
色
)
・
張
籍
(
昌
司
1
8
0
)
・
皇
甫
淀
(
吋
ゴ
|
吋
)
・
慮
全
(
生
没
年
不
明
)
・
買
島

(叶∞∞
l
E
ω
)
・
劉
叉
(
生
没
年
不
明
)
等
が
あ
り
、
友
人
と
い
う
立
場
だ
が
孟
郊
(
訪
日
|
∞
工
)
も
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。

「
原
道
」
が
執
筆
さ
れ
た
頃
、
韓
愈
は
孟
郊
に
「
輿
孟
東
野
書
」
や
文
学
論
を
展
開
し
て
有
名
な
「
送
孟
東
野
序
」
を
送
っ
て
お
り
、

(
4
)
 

ま
た
「
輿
漏
宿
論
文
書
」
で
李
朝
・
張
籍
が
か
れ
に
つ
い
て
文
章
を
学
ん
で
い
る
こ
と
に
触
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
韓
門
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
り
、

じ
か
も
後
世
に
名
を
残
す
実
力
者
た
ち
が
す
で
に
そ
れ
に
加
わ
っ
て
い
た
こ
と
に
よ
っ

て
、
韓
愈
は
集
団
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
自
覚
を
促
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

前
の
「
奥
浦
宿
論
文
書
」
は
自
作
の
文
章
の
評
価
を
求
め
て
き
た
漏
宿
と
い
う
人
物
へ
の
書
簡
だ
が
、

そ
の
中
で
韓
愈
は
、
自
分
の

文
章
は
世
間
で
高
く
評
価
さ
れ
な
く
は
な
い
が
、
そ
れ
は
自
分
の
思
い
と
は
全
く
逆
で
あ
り
、
古
文
に
則
っ
て
書
い
た
自
信
作
が
認
め

た

だ

ま

ら
れ
な
い
、
〈
知
ら
ず
古
文
直
ち
に
何
ぞ
今
の
世
に
用
い
ら
る
る
や
。
然
ら
ば
以
て
知
者
の
知
る
を
挨
つ
の
み
〉
と
述
べ
、
古
文
が
世

閣
で
認
め
ら
れ
な
く
と
も
追
求
し
て
ゆ
く
姿
勢
を
表
明
し
て
い
る
。
も
は
や
古
文
を
好
し
と
す
る
噌
好
の
域
を
脱
し
、

一
つ
の
立
場
の

自
覚
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

韓
門
の
形
成
に
よ
り
古
文
は
主
義
と
し
て
練
ら
れ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、

そ
の
傾
向
を
さ
ら
に
助
長
す
る
働
き
を
し
た
の
が
柳

宗
一
冗
と
の
支
流
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。



韓
愈
が
柳
宗
元
と
出
会
っ
た
時
期
に
つ
い
て
は
羅
聯
添
氏
に
研
究
が
あ
(
む
貞
元
十
五
j
六
年
頃
と
し
て
お
ら
れ
る
。
当
時
徐
州
の

幕
僚
だ
っ
た
韓
愈
は
、
貞
元
十
五
年
の
暮
、
武
寧
軍
節
度
使
張
建
封
の
命
を
受
け
て
長
安
に
上
り
、
翌
十
六
年
徐
州
に
も
ど
っ
て
い
る
。

〈
僑
傑
廉
惇
に
し
て
、
議
論
、
今
古
を
謹
擦
と
し
、
経
史
百
子
に
出
入
す
。
陣
属
風
護

こ
の
時
、
集
賢
殿
正
字
と
い
う
出
世
職
に
就
き

お
お
む

に
し
て
、
率
ね
常
に
そ
の
座
の
人
を
屈
せ
ば
、
名
撃
大
い
に
振
い
、
一
時
皆
慕
い
て
こ
れ
と
交
わ
ら
ん
と
す
〉
(
韓
愈
「
柳
子
厚
墓
誌
銘
」
)

る
ほ
ど
時
め
い
て
い
た
柳
宗
元
に
接
近
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。

貞
元
十
五
1
六
年
に
始
ま
っ
た
両
者
の
交
流
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
、
両
者
の
著
作
や
書
簡
か
ら
直
接
知
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
し
か
し
柳
宗
元
の
「
讃
韓
愈
所
著
毛
穎
侍
後
題
L

「
輿
韓
愈
論
史
官
書
」
に
よ
っ
て
、
柳
宗
元
の
韓
愈
に
対
す
る
か
か
わ
り
方

「原道J 成立考

を
憶
測
す
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。

「
讃
韓
愈
所
著
毛
穎
停
後
題
」

で
は
、
韓
愈
が
「
毛
穎
侍
」

で
試
み
た
物
の
擬
人
化
を
、
否
定
的
に
見
る
方
が
世
間
の
大
勢
で
あ
る

(
6
)
 

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
詩
』
『
史
記
』
に
も
採
用
さ
れ
た
方
法
と
し
て
も
ち
あ
げ
、
ま
た
毛
筆
の
伝
記
を
書
い
た
こ
と
自
体
高
く
評
価
す
る
。

逆
に
「
輿
韓
愈
論
史
官
書
」

で
は
、
韓
愈
が
比
部
郎
中
兼
史
館
修
撰
に
任
じ
ら
れ
、
国
史
編
纂
と
い
う
重
要
な
任
務
に
就
き
な
が
ら
、

古
来
歴
史
家
は
刑
禍
を
受
け
て
不
幸
に
な
っ
た
と
し
て
消
極
的
な
姿
勢
を
と
っ
て
い
る
の
を
、
厳
し
く
批
判
し
て
官
を
去
れ
と
ま
で
言

(
7
)
 

っ
て
い
る
。

柳
宗
元
に
は
自
ら
の
思
想
・
立
場
を
貫
き
通
そ
う
と
す
る
純
粋
性
・
一
貫
性
が
あ
っ
た
ら
し
く
、

そ
の
姿
勢
で
韓
愈
に
も
対
し
て
い

た
こ
と
が
推
察
で
き
る
。

一
方
、
韓
愈
が
柳
宗
元
に
ど
の
よ
う
に
対
し
て
い
た
か
は
、
「
赴
江
陵
途
中
寄
贈
王
二
十
補
閥
李
十
一
拾
遺
李
一
一
十
六
員
外
翰
林
三

25 

事
士
」
に
窺
え
る
。
こ
れ
は
、
貞
元
十
九
年
四
門
博
士
か
ら
監
察
御
史
に
転
任
し
た
の
も
束
の
間
、
陽
山
県
の
県
令
に
左
遷
さ
れ
た
時
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そ
の
中
で
韓
愈
は
、
監
察
御
史
時
代
の
同
僚
柳
宗
元
や
、
韓
愈
と
入
れ
替
わ
る
よ
う
に
し
て
監
察
御
史
と
な
っ
た

劉
再
錫
(
吋
叶
N
l
∞
お
)
に
対
し
て
、
自
分
の
発
言
を
上
部
に
密
告
し
た
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
念
を
表
わ
し
て
い
信

詠
っ
た
も
の
だ
が
、

こ
こ
か
ら
韓
愈
が
柳
宗
元
に
対
し
て
胸
襟
を
聞
き
、
両
者
の
間
で
盛
ん
に
議
論
が
闘
わ
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
よ
う
。

以
上
の
ご
と
く
、
韓
愈
は
純
粋
に
自
ら
の
思
想
・
立
場
を
追
求
す
る
柳
宗
元
|
|
特
に
「
原
道
」
が
執
筆
さ
れ
た
頃
は
挫
折
を
知
ら

な
い
順
境
の
中
に
あ
っ
た
|
|
と
深
い
議
論
を
李
え
る
こ
と
に
よ
り
、

そ
の
思
想
が
陶
汰
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の

で
あ
る
。

四

「
原
這
」
成
立
の
意
昧

「
原
道
」
は
、
韓
門
の
形
成
に
よ
っ
て
古
文
を
主
義
に
ま
で
練
り
あ
げ
た
こ
と
や
、
柳
宗
元
と
の
議
論
の
交
換
に
よ
る
思
想
的
陶
汰

を
背
景
に
、
貞
一
冗
十
九
年
頃
ま
で
に
は
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
「
原
道
」
の
執
筆
が
韓
愈
に
と
っ
て
い
か
な
る
意
味
を
も
っ

て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
当
時
の
韓
愈
の
意
図
と
し
て
考
察
し
て
ゆ
き
た
い
。

そ
の
意
図
と
は

同
思
想
の
体
系
化
の
意
図

川
思
想
の
純
化
の
意
図

で
あ
る
。

(a) 

思
想
の
体
系
化
の
意
図

前
に
「
原
道
」
の
成
立
時
期
を
考
察
し
た
際
引
用
し
た
「
送
浮
屠
文
暢
師
序
」
に
は
、
儒
者
が
仏
教
徒
に
対
し
て
述
べ
る
べ
き
原
理



を
列
挙
し
て
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

も

--b'』

吾
が
徒
の
知
き
は
、
宜
し
く
嘗
に
こ
れ
に
告
ぐ
る
に
二
帝
三
王
の
道
・
日
月
星
辰
の
行
・
天
地
の
著
な
る
所
以
・
鬼
神
の
幽
な
る

つ

怠

所
以
・
人
物
の
蕃
す
る
所
以
・
江
河
の
流
る
る
所
以
を
以
て
し
て
こ
れ
に
語
ぐ
べ
し
。
嘗
に
又
浮
屠
の
説
を
属
し
て
こ
れ
を

す
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。

こ
の
序
文
を
書
い
た
頃
、
韓
愈
は
儒
教
の
世
界
観
に
則
り
、
〈
二
帝
三
王
の
遁
〉

か
ら
〈
江
河
の
流
る
る
所
以
〉
に
至
る
原
理
を
述

べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
儒
教
は
正
確
に
伝
わ
り
仏
教
に
比
し
て
の
優
位
も
理
解
さ
れ
る
と
考
え
て
い
た
ら
し
い
。

と
こ
ろ
で
そ
の
一
々
の
原
理
だ
が
、

ほ
と
ん
ど
が
い
わ
ゆ
る
五
原
|
|
「
原
道
」
「
原
性
」
「
原
按
」
「
原
人
」
「
原
鬼
」
を
い
う
ー
ー
ー

「原道」成立考

で
扱
わ
れ
て
い
る
命
題
に
か
か
わ
る
こ
と
に
気
づ
く
。

〈
二
帝
三
王
の
遁
〉
が
「
原
道
」

で
詳
述
さ
れ
、
道
統
と
し
て
跡
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
証
明
の
必
要
は
な
か
ろ
う
。

〈
日
月
星
辰
の
行
〉
に
つ
い
て
は
「
原
人
」
で

島町
Yιnv

。
上
に
形
わ
る
る
者
こ
れ
を
天
と
謂
う
O
i
-
-
・
(
中
略
)
:
:
:
日
月
星
辰
、
皆
天
な
り
。

。
天
道
凱
れ
て
、

日
月
星
辰
そ
の
行
を
得
ず
。

。
天
は
日
月
星
辰
の
主
な
り
。

と
述
べ
、
〈
天
〉
と
〈
日
月
星
辰
〉
と
の
関
係
に
対
応
さ
せ
て
、
〈
人
〉
と
〈
夷
秋
禽
獣
〉
と
の
関
係
、
さ
ら
に
は
〈
人
〉

の
あ
り
方
を

論
じ
て
い
る
。

〈
天
地
の
著
な
る
所
以
〉
と
は
、
や
は
り
「
原
人
」
で
、

27 

天
は
日
月
星
辰
の
主
な
り
、
地
は
草
木
山
川
の
主
な
り
。
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と
規
定
し
て
い
る
こ
と
に
か
か
わ
っ
て
こ
よ
う
。

〈
鬼
神
の
幽
な
る
所
以
〉

は
、
「
原
鬼
」
で
〈
鬼
〉
と
〈
物
怪
〉
と
を
区
別
し
、
〈
鬼
〉
に
つ
い
て
、

さ

か

ら

た

が

漠
然
と
し
て
形
と
聾
と
無
き
は
、
鬼
の
常
な
り
。
民
、
天
に
杵
う
こ
と
有
り
、
民
に
遣
う
こ
と
有
り
、
物
に
爽
い
倫
に
逆
う
こ
と

あ

ら

つ

有
り
て
、
気
に
感
ず
、
是
こ
に
於
い
て
か
鬼
、
形
に
形
わ
る
る
こ
と
有
り
、
撃
に
惣
く
こ
と
有
り
、
以
て
こ
れ
に
磨
じ
て
熟
繭
を

下
す
。

と
述
べ
、
人
の
行
為
の
悪
に
対
し
て
禍
換
を
下
す
神
秘
的
な
力
を
認
め
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

(
9
)
 

の
功
績
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。

〈
人
物
の
蕃
す
る
所
以
〉

は
「
原
道
」

で
説
か
れ
て
い
る
〈
聖
人
〉

〈
江
河
の
流
る
る
所
以
〉
は
「
原
人
」
の

あ
ら

。
下
に
形
わ
る
る
者
こ
れ
を
地
と
謂
う
O
i
-
-
・
(
中
略
)
:
:
:
草
木
山
川
、
皆
地
な
り
。

。
地
道
飢
れ
て
、
草
木
山
川
そ
の
平
を
得
、
す
。

。
地
は
草
木
山
川
の
主
な
り
。

に
か
か
わ
る
原
理
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
韓
愈
は
儒
教
の
真
価
を
伝
え
る
方
法
と
し
て
そ
の
原
理
を
体
系
的
に
論
述
せ
ん
と
考
え
て
お
り
、
こ
の
考
え
の
下
に
五

原
を
執
筆
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

た
だ
し
、
少
な
く
と
も
「
原
道
」
は
貞
元
十
九
年
ま
で
に
成
立
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
他
の
四
篇
が
成
立
し
て
い
た
と
は
考
え
ら

れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
儒
教
の
原
理
と
し
て
列
挙
し
た
一
々
が
他
の
四
篇
の
メ
イ
ン
テ

l
マ
に
一
致
す
る
訳
で
は
な
く
、
ま
た
五
原
中
の

「
原
性
」
「
原
鞍
」
の
テ
1
マ
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
「
原
道
L

を
執
筆
し
た
韓
愈
が
、
体
系
的
に
儒
教
を
説



く
必
要
を
感
じ
、

ひ
き
続
い
て
五
原
の
他
の
四
篇
あ
る
い
は
も
っ
と
多
く
の
篇
の
執
筆
を
意
図
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
よ
う
。

(b) 

思
想
の
純
化
の
意
図

は
じ
め
に
触
れ
た
よ
う
に
「
原
道
」
は
釈
老
批
判
を
軸
に
論
が
展
開
さ
れ
る
が
、

そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
思
想
状
況
の
把
握
が
韓
愈
に

あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

「
原
道
」

で
は
、
周
が
衰
え
て
以
来
二
帝
三
主
の
道
は
受
難
時
代
に
入
り
、
漢
に
黄
老
が
、
晋
貌
梁
隔
の
聞
に
仏
教
が
勃
興
し
て
か

ら
の
状
況
を
二
つ
に
分
析
す
る
。

「原道」成立考

そ
の
一
は
、

A

道
徳
仁
義
を
言
う
者
〉
が

お

こ
れ
に
附
き
、
出
づ
る
者
を
ば
こ
れ
を
汗
と
す
〉

る

つ
ま
り
儒
教
か
ら
釈
老
に
転
向
し
て
儒
教
を
卑
下
す
る
者
が
多
い
と
い
う
状
況

〈
老
に
入
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
併
に
入
り
〉
儒
教
か
ら
釈
老
に
転
向
す
る
と

〈
入
る
者
を
ば

で
あ
る
。

そ
の
二
は
、
い
ち
お
う
儒
者
で
あ
り
な
が
ら
、
釈
老
の
側
か
ら
出
さ
れ
た
〈
孔
子
は
吾
が
師
の
弟
子
な
り
〉
と
の
虚
偽
を
安
易
に
受

た

け
入
れ
、
〈
惟
だ
に
こ
れ
を
そ
の
口
に
翠
ぐ
る
の
み
な
ら
ず
、
又
こ
れ
を
そ
の
書
に
筆
す
〉
る
、

つ
ま
り
儒
者
が
釈
老
と
結
び
つ
き
ゃ

す
く
、
し
か
も
そ
の
結
び
つ
き
に
確
信
を
抱
い
て
い
る
状
況
で
あ
る
。

後
者
に
つ
い
て
は
「
送
浮
屠
丈
暢
師
序
」
の
冒
頭
で
も

ぜ

人
固
よ
り
儒
名
に
し
て
墨
行
す
る
者
有
り
、
そ
の
名
を
問
わ
ば
則
ち
是
な
る
も
、

た
だ

そ
の
行
い
を
校
さ
ば
則
ち
非
な
り
。

と
儒
者
を
名
の
り
な
が
ら
墨
家
(
こ
の
場
合
釈
家
を
さ
す
)
の
行
動
規
範
に
従
う
輩
を
非
難
す
る
。

29 

儒
者
が
儒
教
を
捨
て
て
釈
老
に
走
る
の
み
な
ら
ず
、
儒
教
が
釈
老
の
思
想
を
安
易
に
採
り
こ
む
状
況
が
あ
る
た
め
、
韓
愈
は
「
原
道
」

よ

そ
れ
執
れ
に
従
り
て
こ
れ
を
求
め
ん
〉
と
思
想
の
危
機
を
嘆
く
の
で

で
〈
曜
、
後
の
人
、
仁
義
道
徳
の
説
を
聞
か
ん
と
欲
す
と
難
も
、
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あ
る
。こ

の
危
機
状
況
を
儒
教
の
純
化
、
す
な
わ
ち
儒
教
の
原
型
に
立
ち
返
る
こ
と
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
の
が
、
「
原
道
」
や
「
原

道
」
を
含
む
五
原
で
の
試
み
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
原
性
」

で、

日
く
「
今
の
性
を
言
う
者
、
此
れ
に
異
な
る
は
何
ぞ
や
」
と
。
日
く
「
今
の
言
う
者
、
俳
老
を
雑
え
て
一
言
う
な
り
。
俳
老
を
雑
え

て
言
う
は
、
実
ぞ
言
い
て
異
な
ら
ざ
ら
ん
」
と
。

と
、
仏
老
を
排
斥
し
純
粋
に
儒
教
に
基
づ
い
て
論
を
展
開
し
た
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
の
も
証
拠
と
な
ろ
う
。

さ
て
古
文
運
動
で
純
粋
に
儒
教
に
基
づ
く
と
は
、
漢
代
以
前
の
儒
教
思
想
に
立
ち
返
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
韓
愈
に
お
い
て
は

漢
代
以
前
の
儒
教
に
つ
い
て
も
純
化
が
志
向
さ
れ
る
。

韓
愈
三
十
四
歳
頃
の
書
簡
「
答
李
朝
書
」
の
中
で
、

そ

も

お

さ

み

ず

か

抑
そ
も
文
難
き
者
有
り
、
愈
の
馬
む
る
所
、
自
ら
そ
の
至
れ
る
や
猶
お
未
だ
し
ゃ
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
然
り
と
雄
も
こ
れ
を
皐
ぶ

こ
と
二
十
徐
年
、
始
め
は
三
代
雨
漢
の
書
に
非
や
さ
れ
ば
敢
え
て
観
ず
、
聖
人
の
志
に
非
ざ
れ
ば
敢
え
て
存
せ
ず
、
慮
り
て
忘
る
が

ご

と

わ

す

か

若
く
、
行
き
て
遺
る
が
若
し
、
僚
乎
と
し
て
そ
れ
思
う
が
若
く
、
定
乎
と
し
て
そ
れ
迷
う
が
若
し
。
:
:
:
(
中
略
)
:
:
:
是
く
の

如
き
は
亦
年
有
る
も
、
猶
お
改
め
、
す
。
然
る
後
古
書
の
正
僑
と
、
正
と
難
も
至
ら
ざ
る
者
と
、
昭
昭
然
と
し
て
白
黒
分
る
を
識
る
、

し

か

お

も

む

而
ら
ば
務
め
て
こ
れ
を
去
れ
ば
、
乃
ち
徐
ろ
に
得
る
こ
と
有
る
な
り
。
:
:
:
(
中
略
)
:
:
:
固
定
く
の
知
き
は
亦
年
有
り
。
然
る

後
浩
乎
と
し
て
そ
れ
浦
然
、
吾
れ
文
そ
の
雑
を
懐
る
る
な
り
。
迎
え
て
こ
れ
を
距
み
、
平
心
に
し
て
こ
れ
を
察
す
る
に
、
そ
れ
皆

醇
な
り
。
然
る
後
躍
に
す
。

と
い
う
。
皇
甫
提
の
「
韓
文
公
墓
銘
」
に
よ
る
と
、
韓
愈
は
七
歳
で
す
で
に
学
を
好
ん
だ
と
い
う
こ
と
だ
が
、
学
の
始
め
か
ら
い
わ
ゆ



る
古
文
の
世
界
に
浸
っ
て
い
た
ら
し
い
。
そ
し
て
学
問
は
三
つ
の
段
階
を
経
て
進
み
、
一
二
十
四
歳
頃
の
韓
愈
は
や
っ
と
自
分
な
り
の
境

地
に
達
し
、
古
書
に
盛
り
こ
ま
れ
た
思
想
の
正
偽
が
判
然
と
区
別
で
き
る
の
は
勿
論
、
も
は
や
自
ら
の
思
想
も
純
粋
な
あ
る
い
は
理
想

的
な
も
の
だ
と
自
負
す
る
。
そ
こ
に
自
ら
の
思
想
陶
汰
を
自
覚
し
、
思
想
の
純
化
を
願
う
姿
勢
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

で
は
こ
の
傾
向
が
「
原
道
」
に
い
か
に
反
映
さ
れ
て
い
る
か
。

尭
是
れ
を
以
て
こ
れ
を
舜
に
侍
え
:
:
:
(
中
略
)
:
:
:
孔
子
こ
れ
を
孟
朝
に
侍
え
、
朝
の
死
す
る
や
そ
の
侍
う
る
を
得
ず
。
萄
と

揚
と
や
、
揮
び
て
精
な
ら
ず
、
語
り
て
詳
な
ら
ず
。

孟
子
の
死
後
、
二
帝
三
王
の
道
を
正
確
に
伝
え
る
人
物
は
い
な
い
。
萄
子
や
揚
雄
で
は
思
想
の
選
択
や
表
現
力
に
不
足
が
あ
る
と
す
る
。

「原道」成立考

古
文
を
主
張
し
て
儒
教
の
原
型
を
追
求
す
る
韓
愈
が
孔
子
に
立
ち
返
ろ
う
と
す
る
の
は
当
然
の
姿
勢
と
し
て
、
孔
子
以
後
の
儒
教
の

正
統
を
孟
子
で
留
め
る
と
こ
ろ
に
、
か
れ
独
自
の
思
想
の
純
化
の
意
図
を
見
る
の
で
あ
る
。

『
孟
子
』
に
つ
い
て
は
「
讃
萄
」
で

始
め
吾
れ
孟
輔
の
書
を
讃
み
、
然
る
後
孔
子
の
道
尊
く
、
聖
人
の
道
行
い
易
し
、
王
は
王
た
り
易
く
し
て
覇
は
覇
た
り
易
き
を
知

る
な
り
。

と
述
べ
て
、
儒
教
の
理
解
に
不
可
欠
の
書
と
評
価
し
て
い
る
し
、
「
送
王
秀
才
序
」
で
は
、

孟
朝
、
子
思
を
師
と
す
、
子
思
の
事
は
査
し
曾
子
に
舟
つ
。
孔
子
没
し
て
よ
り
、
葦
弟
子
、
書
有
ら
ざ
る
こ
と
勢
き
も
、
濁
り
孟

朝
氏
の
停
の
み
、

そ
の
宗
を
得
た
り
。

と
、
孔
子
・
曾
子
・
子
思
・
孟
子
の
流
れ
を
正
統
と
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
「
原
這
」

で
「
大
事
」
が
重
視
さ
れ
る
の
も
子
思
の
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箸
と
い
う
認
識
が
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。



32 

孟
子
は
醇
乎
と
し
て
醇
な
る
者
な
り
、
萄
と
揚
と
は
、
大
醇
に
し
て
小
庇
。

と
「
讃
萄
」
は
し
め
く
く
ら
れ
る
が
、
こ
の
評
価
は
「
原
道
」
と
一
致
す
る
。

〈
大
醇
〉

で
あ
る
の
は
、
揚
雄
の
場
合
、
孟
子
を
顕
彰
せ
ん
と
す
る
立
場
が
認
め
ら
れ
、
〈
雄
の
書
に
因
り
て
孟
氏
益
三
尊
け
れ
ば
、

則
ち
雄
な
る
者
も
亦
聖
人
の
徒
か
〉
(
「
讃
萄
」
)
と
評
価
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
萄
子
の
場
合
、
〈
そ
の
辞
を
考
う
る
に
、
時
に
粋
な
ら

す

く

な

そ

も

ざ
る
が
若
き
も
、
そ
の
闘
を
要
す
る
に
、
孔
子
と
異
な
る
者
鮮
し
。
抑
そ
も
猶
お
州
・
却
の
胤
に
在
る
が
ご
と
き
か
〉
(
「
讃
萄
」
)
と
位

置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
「
原
道
」
で
孟
子
の
後
に
萄
子
・
揚
雄
の
名
が
挙
げ
ら
れ
る
の
も
こ
の
評
価
に
基
づ
く
で
あ
ろ
う
。

萄
子
の

〈
庇
〉
に
つ
い
て
は
別
に
「
送
王
秀
才
序
」
で

萄
卿
の
書
、
聖
人
を
語
る
に
必
ず
「
孔
子
・
子
弓
」
と
日
う
も
、
子
弓
の
事
業
停
わ
ら
ず
、
惟
だ
太
史
公
の
書
弟
子
停
に
姓
名
字

有
り
て
日
く
、
「
駆
管
子
弓
。
子
弓
は
易
を
商
墨
に
受
く
」
と
。

と
分
析
し
、
事
跡
の
よ
く
わ
か
ら
な
い
子
弓
と
い
う
人
物
を
も
ち
あ
げ
る
萄
子
と
、
正
統
派
を
継
承
す
る
孟
子
と
を
、
孔
子
学
派
で
も

流
れ
を
異
に
す
る
と
み
な
し
て
い
る
。

揚
雄
に
つ
い
て
は
『
奮
唐
書
』
韓
愈
伝
に

大
暦
・
貞
元
の
問
、
文
字
多
く
古
皐
を
尚
び
、
揚
雄
・
董
仲
訴
の
述
作
に
殻
う
。

と
記
載
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
韓
愈
以
前
の
古
一
文
運
動
で
は
文
体
の
模
範
と
さ
れ
た
ら
し
い
。
そ
れ
を
韓
愈
は
「
原
道
」

で
、
田
川
相
山
の

選
択
や
表
現
力
に
不
足
す
る
と
評
価
を
下
す
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
ま
で
の
古
文
運
動
と
は
別
の
角
度
か
ら
揚
雄
を
み
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。

「
原
道
」
は
儒
教
を
体
系
的
に
論
述
せ
ん
と
す
る
意
図
の
下
に
五
原
の
一
と
し
て
成
立
し
た
。
そ
し
て
そ
の
内
容
や
論
の
組
み
立
て



か
ら
、
釈
老
を
排
斥
す
る
だ
け
で
な
く
、
釈
老
を
安
易
に
採
り
入
れ
て
い
る
儒
教
を
思
想
的
に
純
化
せ
ん
と
し
て
、
儒
教
の
原
型
を
追

求
し
た
こ
と
が
窺
え
る
。
さ
ら
に
思
想
的
純
化
を
追
求
す
る
過
程
は
古
文
運
動
の
志
向
す
る
漢
以
前
の
儒
家
評
価
に
も
及
ぼ
さ
れ
、

一

帝
三
王
の
道
を
正
し
く
伝
え
る
の
は
孟
子
ま
で
と
す
る
道
統
理
念
が
固
ま
っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

五

結
語

「
原
道
」
は
韓
愈
が
三
十
代
の
半
ば
頃
、

し
か
し
遅
く
と
も
三
十
六
歳
ま
で
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
当
時
韓
愈
の
身
辺
で
は

韓
門
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
集
団
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
古
文
を
主
義
と
し
て
標
梼
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
頃
に
は
柳

「原道」成立考

宗
元
と
の
交
流
も
始
ま
り
、

か
れ
と
の
意
見
交
換
に
よ
っ
て
韓
愈
の
思
想
は
陶
汰
さ
れ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
思
想
を
育
む
場
を
背
景
に
し
て
「
原
道
」
は
成
立
す
る
が
、
韓
愈
は
ど
の
よ
う
な
意
図
を
も
っ
て
そ
れ
を
執
筆
し
た
の

で
あ
ろ
う
。
韓
愈
が
眼
前
に
し
て
い
る
の
は
、
釈
老
が
思
想
界
を
風
麗
し
、
儒
家
ま
で
が
安
易
に
釈
老
思
想
を
採
り
入
れ
る
と
い
う
儒

教
の
危
機
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
韓
愈
は
、
思
想
の
体
系
化
や
純
化
に
よ
っ
て
危
機
を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
。
そ
こ
で
「
原
道
」

の
み
な
ら
ず
五
原
が
執
筆
さ
れ
、
ま
た
そ
の
中
で
儒
教
の
原
型
が
追
求
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
思
想
純
化
の
過
程
が
、

そ
れ
ま
で
の
古
文
運
動
で
志
向
さ
れ
た
漢
代
以
前
の
思
想
に
も
推
し
及
ぼ
さ
れ
て

い
る
点
で
あ
る
。
具
体
的
に
「
原
道
」
で
は
二
帝
三
王
の
道
を
正
確
に
伝
え
る
の
は
孟
子
ま
で
と
し
、
萄
子
や
揚
雄
で
は
不
充
分
と
す
る
。

し
か
し
特
に
揚
雄
な
ど
は
そ
れ
ま
で
の
古
文
運
動
で
文
体
の
模
範
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
「
原
道
」
が
従
来
の
古
文
運

動
と
は
別
の
視
点
か
ら
執
筆
さ
れ
た
、
す
な
わ
ち
古
文
運
動
の
思
想
的
側
面
を
よ
り
精
織
に
せ
ん
と
し
て
執
筆
さ
れ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
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古
文
運
動
に
は
純
粋
に
思
想
運
動
と
し
て
展
開
す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
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(
叩
)

し
か
し
実
際
に
思
想
運
動
と
し
て
ほ
と
ん
ど
展
開
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
は
、
韓
愈
の
「
師
説
」
や
柳
宗
元
の
「
答
意
中
立
論
師

(
日
)

遁
書
」
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
当
時
有
識
者
の
間
で
師
弟
関
係
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
た
め
、
「
原
道
」

が
成
立
す
る
背
景
と
な
っ
た
韓
門
と
い
う
思
惣
を
育
む
場
が
拡
大
し
て
ゆ
か
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
た
宋
学
が
仏
教
思
想
を
採
り
入
れ
消
化
さ
せ
て
花
開
く
こ
と
と
比
較
し
て
考
え
る
な
ら
、
釈
老
を
排
斥
し
ひ
た
す
ら
儒
教
の
純
化

を
追
求
し
た
韓
愈
の
姿
勢
は
、
時
代
の
要
求
に
答
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

注(
1
)
 

(
2
)
 

(
3
)
 

(
4
)
 

例
え
ば
『
朱
子
語
類
』
巻
百
三
十
七
・
『
二
程
全
書
』
巻
一

i
二
な
ど
に
見
え
る
。

羅
聯
添
氏
『
韓
愈
研
究
』
の
韓
愈
年
表
で
は
、
韓
愈
が
三
十
一
歳
の
書
簡
と
す
る
。

羅
氏
の
韓
愈
年
表
で
は
、
「
原
道
」
は
三
十
八
歳
の
著
作
と
す
る
。

「
輿
漏
宿
論
文
書
」
に
〈
近
李
朝
従
僕
事
文
・
:
・
:
(
中
略
)
:
:
:
有
張
籍
者
、
年
長
於
朝
、
而
亦
事
於
僕
、
其
文
輿
朝
相
上
下
〉
と

あ
る
。

羅
氏
『
韓
愈
研
究
』
『
韓
愈
』
に
詳
し
い
。
羅
氏
は
両
者
接
近
の
要
因
と
し
て
、
①
韓
愈
の
長
兄
韓
曾
と
柳
宗
元
の
父
柳
鎖
と
の
聞

に
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
、
②
韓
愈
と
柳
宗
元
の
男
揚
惣
の
弟
揚
凝
と
が
、
同
時
期
に
作
州
の
幕
下
に
任
を
得
て
い
た
こ
と
な
ど
を
挙

げ
て
お
ら
れ
る
。

「
讃
韓
愈
所
著
毛
穎
停
後
題
」
に
〈
且
世
人
笑
之
也
、
不
以
其
俳
乎
。
而
俳
又
非
聖
人
之
所
棄
者
。
詩
目
、
益
百
戯
諺
今
、
不
信
用
虐
也
。

太
史
公
書
有
滑
稽
列
停
、
皆
取
乎
有
盆
於
世
者
也
。
:
:
:
(
中
略
)
:
:
:
且
凡
古
今
是
非
六
番
百
家
、
大
細
穿
穴
用
市
不
遺
者
、
毛

穎
之
功
也
。
韓
子
窮
古
書
、
好
斯
文
、
嘉
穎
之
能
量
其
意
、
故
奮
而
馬
之
惇
、
以
護
其
穆
積
、
而
事
者
得
以
働
、
其
有
盆
於
世
歎
〉

と
あ
る
。

「
輿
韓
愈
論
史
官
書
」
に
〈
十
八
丈
退
之
侍
者
、
前
獲
量
国
言
史
事
云
、
具
輿
劉
秀
才
書
、
及
A
7
乃
見
書
藁
、
私
心
甚
不
喜
、
輿
退
之

往
年
言
史
事
甚
大
謬
。
若
書
中
言
、
退
之
不
宜
一
日
在
館
下
〉
と
あ
る
。

5 6 7 
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「
赴
江
陵
途
中
寄
贈
壬
二
十
補
闘
李
十
一
拾
遺
李
二
十
六
員
外
翰
林
三
皐
士
」
に
〈
同
官
室
才
俊
、
偏
善
柳
輿
劉
、
或
慮
語
言
洩
、

侍
之
落
菟
鱗
、
二
子
不
宜
爾
、
将
疑
断
還
不
〉
と
あ
る
。

〈
人
物
之
所
以
蕃
〉
を
〈
人
物
の
蕃
な
る
所
以
〉
と
読
ん
だ
場
合
、
「
原
性
」
で
展
開
さ
れ
て
い
る
性
三
品
説
に
か
か
わ
っ
て
く
る
と

考
え
ら
れ
る
。

「
師
説
」
に
〈
暖
乎
、
師
道
之
不
侍
也
久
失
、
:
:
:
(
中
略
)
:
:
:
今
之
衆
人
、
其
下
聖
人
也
亦
遠
失
、
市
恥
事
於
師
〉
と
あ
る
。

「
答
意
中
立
論
師
道
書
」
に
〈
孟
子
稽
、
人
之
患
在
好
矯
人
師
。
由
縄
問
普
氏
以
下
、
人
盆
不
事
師
。

A
7
之
世
、
不
問
有
師
、
有
朝
議

笑
之
、
以
篇
狂
人
〉
と
あ
る
。

9 (
叩
)

(
日
)

(
大
学
院
学
生
)


