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韓
愈
の
文
学
は
貫
道
の
文
学
、
載
道
の
文
学
と
い
わ
れ
る
。
韓
愈
の
没
後
、
彼
の
女
婿
李
漢
は
遺
文
四
一
巻
を
編
み
、
序
文
を
著

こ
れ

す
が
、
そ
の
冒
頭
で
「
文
は
道
を
貫
く
器
な
り
。
斯
の
道
に
深
か
ら
ず
し
て
、
焉
に
至
る
者
有
ら
ず
」
と
の
べ
た
の
ち
、
韓
愈
の
文

章
改
革
の
功
績
を
賞
揚
し
て
「
雄
偉
常
な
ら
ざ
る
者
」
で
あ
る
と
語
っ
て
い
る
。
「
韓
柳
文
」
の
編
者
・
明
人
の
蒋
之
勉
は
そ
れ
に

詳
細
な
注
を
ほ
ど
こ
し
「
韓
柳
集
に
注
す
る
の
序
」
を
加
え
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
で
韓
愈
、
柳
宗
元
の
「
文
は
道
に
非
れ
ば
立
た

ず
、
道
に
非
れ
ば
充
た
ず
、
道
に
非
れ
ば
由
ら
ず
。
其
の
心
は
道
と
一
な
り
」
と
語
り
、
い
ず
れ
の
文
章
も
道
を
載
せ
る
も
の
で
あ

っ
た
と
評
し
て
い
る
。

韓
愈
の
文
学
を
指
し
て
貫
道
主
義
、
載
道
主
義
と
い
う
の
は
、
こ
れ
か
ら
お
こ
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
韓
愈
み
ず
か
ら
は
自
分
の

論
語
の
な
か
に
、
行
い
に
余
力
あ
れ
ば
文
を
学
べ
と
い
う
孔
子
の
こ
と
ば
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
人
間
の
実
践
行
為
を

学
問
・
文
章
に
優
先
さ
せ
る
儒
教
の
基
本
的
な
考
え
方
を
示
す
も
の
と
さ
れ
て
き
た
。
直
接
的
に
は
生
産
性
の
微
弱
な
学
問
・
文
章

に
く
ら
べ
、
現
実
の
課
題
の
解
決
と
密
接
に
か
か
わ
り
、
必
然
的
に
人
間
の
行
動
性
を
要
請
し
喚
起
す
る
道
徳
・
政
治
に
よ
り
高
い

韓
愈
に
お
け
る
発
憤
著
書
の
説

文
章
を
こ
の
よ
う
に
規
定
す
る
こ
と
は
た
え
て
な
か
っ
た
。

韓
愈
に
お
け
る
発
憤
著
書
の
説

林

田

慎

之

助
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価
値
を
認
識
す
る
態
度
は
こ
こ
か
ら
生
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
中
国
の
伝
統
的
な
思
念
の
な
か
に
あ
っ
て
は
学
問
・
文
章
は
つ

ね
に
道
徳
・
政
治
に
従
属
す
る
第
二
義
的
な
事
業
と
し
て
し
か
み
な
さ
れ
な
か
っ
た
。

こ
の
根
強
い
伝
統
的
な
価
値
観
の
認
識
に
、
顧
倒
を
迫
っ
た
最
初
の
時
代
と
文
学
は
、
魏
晋
六
朝
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。

術
至
上
主
義
に
ち
か
い
思
想
が
生
れ
、
文
章
表
現
の
修
辞
学
を
構
造
的
に
分
析
し
、
中
国
言
語
特
有
の
音
声
の
美
し
さ
を
自
覚
し

て
、
そ
れ
を
文
章
表
現
に
活
用
し
た
リ
ズ
ム
の
あ
る
う
る
わ
し
い
文
章
を
創
出
し
た
の
も
、
こ
の
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
の
典
型
的
な

文
章
表
現
の
様
式
は
馴
文
で
あ
る
。
そ
れ
は
言
語
の
機
能
を
フ
ル
に
い
か
し
た
修
辞
法
、
対
旬
の
妙
味
と
リ
ズ
ム
の
諧
和
に
く
わ
え

今
日
の
芸

て
典
故
の
修
飾
に
工
夫
を
凝
ら
し
た
文
章
で
あ
っ
た
し
、
六
朝
こ
の
か
た
、
散
文
の
唯
一
の
様
式
と
し
て
韓
愈
が
生
き
た
中
唐
の
時

代
ま
で
ま
だ
根
強
い
ち
か
ら
を
も
っ
て
、
中
国
の
文
壇
及
び
知
識
人
の
思
考
の
枠
組
み
を
支
配
し
て
き
た
。

韓
愈
は
こ
の
餅
文
を
否
定
し
た
だ
け
で
な
く
、
魏
晋
六
朝
文
学
に
ま
る
っ
き
り
関
心
を
示
そ
う
と
し
な
か
っ
た
。
韓
愈
が
門
位
の

低
い
小
地
主
層
出
身
の
新
興
官
僚
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
門
閥
貴
族
が
そ
の
主
要
な
担
い
手
で
あ
っ
た
餅
文
の
様
式
に
反
撓
さ
せ
る

理
由
と
も
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
、
韓
愈
を
は
ぐ
く
み
、
彼
の
な
か
に
持
続
し
た
思
想
が
儒
教
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
文
章
表

現
に
た
い
す
る
韓
愈
の
基
本
的
な
態
度
を
決
定
的
に
し
た
と
思
わ
れ
る
。
文
章
表
現
に
こ
そ
、
そ
の
時
代
の
士
太
夫
の
意
識
が
も
っ

と
も
明
瞭
に
反
映
し
て
い
る
こ
と
は
、
い
つ
の
時
代
に
も
変
り
は
な
い
。
安
史
の
乱
を
経
過
し
た
中
国
の
歴
史
的
現
実
は
、
貴
族
官

僚
の
無
力
さ
を
徹
底
的
に
露
呈
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
し
、
彼
等
の
言
語
表
現
の
様
式
で
あ
っ
た
餅
文
が
、
現
実
と
の
対
応
の

な
か
で
人
間
の
心
を
善
意
に
む
か
っ
て
振
い
た
た
せ
る
な
ん
ら
の
ち
か
ら
を
も
た
な
い
こ
と
を
実
証
し
た
。
餅
文
の
作
家
に
つ
い
て

い
え
ば
、
す
で
に
表
現
技
術
の
瑣
末
に
か
か
わ
っ
て
ゆ
く
意
識
が
あ
っ
て
も
、
人
間
い
か
に
生
く
べ
き
か
と
い
う
命
題
に
か
か
わ
っ

て
ゆ
く
意
識
は
放
棄
さ
れ
て
い
た
。
正
統
儒
教
の
使
徒
を
も
っ
て
自
認
す
る
韓
愈
は
、
中
味
の
な
い
空
疎
な
美
の
形
式
を
も
て
あ
そ

12 



ぶ
士
太
夫
の
意
識
に
は
情
況
を
直
視
し
て
、
そ
れ
を
変
革
し
よ
う
と
す
る
使
命
感
の
緊
張
が
欠
落
し
て
い
る
こ
と
を
も
っ
と
も
よ
く

知
っ
て
い
た
。

韓
愈
の
思
想
を
検
討
す
る
さ
い
に
、

し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
「
原
道
」
論
文
の
ど
こ
を
さ
が
し
て
も
、
別
に
と
り
た
て
て
い
う
ほ

ど
の
独
自
な
発
想
も
な
け
れ
ば
、
創
造
性
に
富
む
新
鋭
な
思
想
の
展
開
も
み
あ
た
ら
な
い
。
そ
の
結
語
は
道
教
、
仏
教
の
経
典
を
焚

き
す
て
、
そ
の
寺
院
を
生
活
居
住
の
場
に
開
放
し
、
先
王
の
道
を
明
か
に
し
て
、
寡
夫
、
未
亡
人
、
独
り
者
、
身
体
障
害
者
の
福
祉

を
は
か
る
と
い
う
具
体
的
な
あ
ま
り
に
現
実
的
な
提
言
で
結
ば
れ
て
い
る
。

お
な
じ
ょ
う
に
先
王
の
道
か
ら
出
発
し
て
、
宇
宙
論
、

人
性
論
を
包
括
す
る
か
た
ち
で
宋
学
が
形
成
し
た
思
弁
性
の
つ
よ
い
形
而
上
学
の
構
想
と
は
、
韓
愈
は
無
縁
で
あ
っ
た
と
み
え
る
。

そ
れ
で
い
て
、
韓
愈
が
宋
学
の
祖
と
仰
が
れ
る
の
は
、
彼
が
儒
教
の
正
し
い
道
統
を
唐
代
に
お
い
て
再
興
し
よ
う
と
考
え
、
そ
の
実

亮
舜
以
来
の
正
し
い
儒
教
の
道
統
は
孟
子
ま
で
継
承
さ
れ
て
き
た
も
の
の
、
そ
れ
以
後
は
断
絶
し
て
し
ま
っ
た
と
み
る
韓
愈
の
認

さ
き

識
は
、
そ
の
ま
ま
朱
子
の
思
想
の
中
核
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
韓
愈
が
「
原
道
」
で
「
斯
れ
吾
が
謂
う
所
の
道
は
向
に
謂
う
老
仏
の

道
に
非
ず
、
亮
は
是
を
以
て
こ
れ
を
舜
に
伝
え
、
舜
は
是
を
以
て
こ
れ
を
萬
に
伝
え
、
萬
は
是
を
以
て
こ
れ
を
文
武
周
公
に
伝
え
、
文

武
周
公
は
こ
れ
を
孔
子
に
伝
え
、
孔
子
は
こ
れ
を
孟
朝
に
伝
う
。
孟
朝
の
死
し
て
そ
の
道
を
得
ず
」
と
い
う
の
が
、
そ
れ
で
あ
る
。

儒
教
の
道
統
が
孟
子
で
断
絶
し
た
と
考
え
る
の
は
必
ず
し
も
韓
愈
の
独
自
の
発
想
で
は
な
い
。
安
史
の
乱
を
経
て
は
じ
め
て
出
現
し

①
 

た
韓
、
柳
の
前
駆
的
古
文
家
た
ち
、
例
え
ば
、
李
華
、
韓
愈
の
兄
韓
會
の
意
識
の
な
か
に
、
す
で
に
顕
在
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
前

駆
的
古
文
家
と
相
異
し
て
韓
愈
が
独
自
で
あ
る
の
は
、
儒
教
の
正
し
い
道
統
が
孟
子
で
途
絶
え
た
理
由
と
し
て
、
秦
の
始
皇
帝
の
焚

書
と
漠
に
は
じ
ま
り
魏
晋
六
朝
の
思
想
界
を
風
靡
し
た
道
教
、
と
り
わ
け
仏
教
の
隆
盛
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

韓
愈
に
お
け
る
発
憤
著
書
の
説

現
に
つ
と
め
た
か
ら
で
あ
る
。
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仏
教
に
む
け
ら
れ
た
韓
愈
の
執
擁
な
排
撃
の
態
度
に
は
怨
念
に
ち
か
い
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
彼
の
生
涯
を
貫
い
て
持
続
し
て
い

る
。
な
か
で
も
最
も
象
徴
的
な
事
件
は
「
仏
骨
を
論
ず
る
の
表
」
を
奉
っ
て
憲
宗
の
怒
り
に
ふ
れ
、
あ
や
う
＜
一
命
を
と
り
と
め
て

元
和
十
四
年
（
八
一
九
）
憲
宗
皇
帝
が
釈
迦
の
指
骨
•
仏
舎
利
を
鳳
翔
の
法
門
寺
か
ら
迎
え
禁
中
に
祀
っ
て
自
ら
三
日
間
の
仏
事
を

法
と
み
な
し
て
、

お
こ
な
っ
た
。
熱
狂
的
な
信
者
の
な
か
に
は
臀
を
焼
い
て
供
養
す
る
も
の
さ
え
で
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
韓
愈
は
仏
教
を
夷
秋
の

こ
れ

「
乞
う
。
之
を
有
司
に
付
し
諸
を
水
火
に
投
じ
、
永
に
根
本
を
絶
ち
天
下
の
疑
い
を
断
ち
後
代
の
惑
を
絶
ち
、
天

下
の
人
々
を
し
て
大
聖
人
の
作
為
す
る
所
の
尋
常
を
出
ず
る
こ
と
萬
々
な
る
を
知
ら
し
め
ば
、
登
に
盛
ん
な
ら
ず
や
、
登
に
快
か
ら

お

こ

す

べ

ず
や
。
佛
に
如
し
霊
あ
り
て
能
＜
禍
崇
を
作
さ
ば
、
凡
て
の
映
処
に
宜
し
く
臣
が
身
を
加
う
べ
し
」
と
上
奏
し
て
憲
宗
の
麟
意
を
う

な
が
し
た
。
時
に
彼
は
五
二
歳
で
刑
部
侍
郎
の
要
職
に
つ
い
て
い
た
。
元
和
六
年
（
八
―
-
)
河
南
の
令
か
ら
尚
書
職
方
員
外
郎
と
な

っ
て
中
央
政
府
に
帰
っ
て
以
来
、
元
和
八
年
（
八
ニ
―
-
）
に
比
部
郎
中
史
館
修
麒
、
同
年
さ
ら
に
考
功
郎
中
知
制
詰
の
任
に
つ
き
、
元

お
と

和
十
年
（
八
一
五
）
に
は
中
書
舎
人
に
転
じ
、
そ
の
後
太
子
右
庶
子
に
貶
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
刑
部
侍
郎
に
栄
進
す
る
ま
で
実

に
順
調
な
昇
任
で
あ
っ
た
。
進
士
登
第
後
な
が
く
に
が
い
不
遇
の
時
代
を
経
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
韓
愈
に
と
っ
て
、
こ
の

時
期
は
も
っ
と
も
得
意
な
時
期
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
の
絶
頂
に
あ
っ
て
、
一
身
の
不
利
を
か
え
り
み
ず
に
、
あ
わ
や
死
罪
に
処

せ
ら
れ
る
よ
う
な
上
奏
に
韓
愈
を
か
り
た
て
た
も
の
こ
そ
仏
教
排
撃
の
怨
念
が
あ
っ
た
。
そ
の
怨
念
を
さ
さ
え
て
い
た
の
は
、
正
統

「
儒
教
お
と
ろ
え
て
国
あ
や
う
し
」
の
危
機
惑
で
あ
っ
た
。

儒
教
思
想
の
継
承
者
と
し
て
の
使
命
感
で
あ
り
、

潮
州
の
僻
地
に
あ
っ
て
韓
愈
の
唯
一
の
話
し
相
手
と
な
っ
た
人
物
に
大
顧
と
称
す
る
老
僧
が
あ
っ
た
。
韓
愈
が
転
向
し
て
仏
氏
を

奉
ず
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
噂
さ
が
な
が
れ
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
っ
た
。

潮
州
刺
史
に
な
が
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
。

潮
州
流
寓
後
一
年
足
ら
ず
し
て
、
元
和
十
四
年
（
八

14 



一
九
）
の
冬
、
韓
愈
は
哀
州
刺
史
に
う
つ
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
翌
年
、

を
伝
え
き
い
て
彼
に
書
簡
を
よ
こ
し
て
い
る
。
そ
れ
に
答
え
た
の
が
、

の
儒
教
徒
と
し
て
変
り
な
い
所
信
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
披
歴
し
て
い
る
。

漢
氏
よ
り
已
来
、
群
儒
区
区
と
し
て
百
孔
千
疱
を
修
補
し
、
随
っ
て
乱
れ
随
っ
て
失
う
。
其
の
危
う
き
こ
と
一
髪
の
千
釣
を
引

く
が
如
く
縣
々
延
々
と
し
て
濡
っ
て
以
て
微
滅
す
。
是
の
時
に
於
て
、
釈
老
を
其
の
間
に
唱
え
、
天
下
の
衆
を
鼓
し
之
に
従
わ
し

む
。
嗚
呼
、
其
れ
亦
た
不
仁
な
る
こ
と
甚
し
。
釈
老
の
害
は
楊
墨
よ
り
過
ぎ
た
り
。
愈
の
賢
は
孟
子
に
及
ば
す
。
孟
子
之
を
未
だ

亡
び
ざ
る
の
前
に
救
う
あ
た
わ
ず
し
て
、
韓
愈
乃
ち
之
を
已
に
壊
る
る
の
後
に
全
う
せ
ん
と
欲
す
。
嗚
呼
、
其
れ
亦
た
其
の
力
を

且
つ
其
の
身
の
危
き
を
見
て
、
之
を
救
う
こ
と
莫
く
以
て
死
せ
ん
。

星
ら
ず
、

こ
こ
に
は
、
孟
子
没
後
破
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
た
儒
教
の
道
統
を
再
興
し
よ
う
と
す
る
韓
愈
の
気
慨
が
挫
折
の
後
だ
け
に
ふ
か
い
絶

望
の
か
げ
り
を
帯
び
て
語
ら
れ
て
い
る
。

韓
愈
に
「
王
秀
オ
を
送
る
の
序
」
と
い
う
文
章
が
あ
る
。
そ
こ
に
も
儒
教
の
道
統
説
が
詳
細
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
。

孟
朝
は
子
思
を
師
と
す
。
子
思
の
学
は
蓋
し
曽
子
に
出
ず
、
孔
子
没
し
て
よ
り
群
弟
子
の
書
有
ら
ざ
る
莫
き
も
、
独
り
孟
朝
氏

こ
れ

の
み
伝
え
て
其
の
宗
た
る
を
得
た
り
。
故
に
吾
は
少
く
し
て
焉
を
観
る
を
楽
し
む
。
太
原
の
王
填
の
予
に
為
る
所
の
文
を
示
す

か
た

に
、
好
ん
で
孟
子
の
道
う
所
の
者
を
挙
ぐ
れ
ば
、
之
れ
と
言
っ
て
信
に
孟
子
を
悦
び
、
艇
々
其
の
文
辞
を
賛
う
。
夫
れ
河
に
沿
う

て
下
り
、
荀
に
も
止
ま
ら
ざ
れ
ば
遅
疾
有
り
と
雖
も
、
必
ず
海
に
至
ら
ん
。
如
し
其
の
道
を
得
ざ
る
や
疾
く
し
て
止
ま
ら
ざ
る
と

こ
こ

雖
も
、
終
に
は
幸
に
し
て
焉
に
至
る
こ
と
莫
か
ら
ん
。
故
に
学
ぶ
者
は
必
ず
其
の
道
と
す
る
所
を
慎
め
。
楊
墨
老
荘
佛
の
学
を
道

と
し
て
、
聖
人
の
道
を
之
か
ん
と
欲
す
れ
ば
、
猶
お
断
港
絶
満
を
航
し
以
て
海
に
至
る
を
望
む
が
ご
と
し
。
故
に
聖
人
の
道
を
観

韓
愈
に
お
け
る
発
憤
著
書
の
説

孟
尚
書
、
字
は
幾
道
と
い
う
好
仏
家
が
韓
愈
の
仏
教
入
信

「
孟
尚
書
に
与
う
る
の
書
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
韓
愈
は
自
分
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韓
愈
は
「
李
秀
オ
に
答
う
る
書
」
の
な
か
で
、

ん
こ
と
を
求
む
れ
ば
必
ず
孟
子
よ
り
せ
よ
。

楊
・
墨
・
老
・
荘
•
仏
教
を
異
端
思
想
と
し
て
斥
け
、

に
帰
結
で
も
あ
っ
た
。

ひ
た
す
ら
孔
子
、
曽
子
、
子
思
、
孟
子
と
継
承
さ
れ
て
き
た
先
王
の
道
を

復
興
し
よ
う
と
い
う
意
識
は
、
韓
愈
に
お
い
て
見
事
に
一
貫
し
て
お
り
、
そ
の
意
識
に
お
い
て
孟
子
の
学
は
出
発
で
あ
る
と
ど
う
じ

孟
子
に
始
ま
り
孟
子
に
尽
き
る
理
念
で
あ
る
先
王
の
道
に
つ
い
て
、
韓
愈
は
「
原
道
」
に
お
い
て
自
問
自
答
し
、
「
夫
れ
謂
う
所

こ
れ

の
先
王
の
教
え
と
は
何
ぞ
や
、
博
く
愛
す
る
こ
と
を
こ
れ
仁
と
謂
う
。
行
い
て
之
を
宜
し
く
す
る
を
こ
れ
義
と
謂
う
。
是
に
由
り
て

焉
を
之
く
を
こ
れ
道
と
謂
う
。
己
に
足
り
て
外
に
待
っ
こ
と
無
き
を
こ
れ
徳
と
謂
う
。
其
の
文
は
詩
・
書
・
易
・
春
秋
゜
其
の
法
は

先
王
の
道
に
帰
す
る
こ
と
が
原
道
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
博
愛
と
当
為
の
精
神
を
自
己
の
内
側
に
求
め
る
こ
と
で
、
け
っ
し
て
外
に

た
の
む
こ
と
の
な
い
徳
を
士
太
夫
の
意
識
の
な
か
に
樹
立
し
よ
う
と
す
る
「
原
道
」
の
主
張
が
儒
教
思
想
の
原
則
の
再
確
認
で
あ
っ

た
の
は
む
し
ろ
当
然
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
あ
ら
た
め
て
確
認
す
る
か
た
ち
で
し
か
、
当
時
の
士
太
夫
の
意
識
が
情
況
に
対
応
し
そ
れ

を
変
革
し
て
ゆ
く
ち
か
ら
を
も
ち
え
な
い
と
み
て
い
た
韓
愈
の
認
識
の
視
点
こ
そ
が
重
要
で
あ
っ
た
。
詩
・
書
・
易
・
春
秋
の
経
典

に
或
い
は
古
代
の
文
物
制
度
に
、
先
王
の
道
の
具
体
的
表
現
を
み
て
、
秦
漠
か
ら
六
朝
に
か
け
て
楊
・
墨
・
老
・
佛
の
思
想
が
混
入

し
て
正
統
儒
教
の
理
念
が
不
純
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
考
え
る
韓
愈
が
、
そ
の
不
純
の
形
成
過
程
で
生
産
さ
れ
た
四
六
餅
朧
文
に
古

道
の
象
徴
的
な
衰
退
を
み
て
こ
れ
に
反
対
し
、
先
秦
以
前
の
古
文
に
も
う
い
ち
ど
帰
る
こ
と
で
新
し
い
散
文
を
作
る
こ
と
を
使
命
と

課
し
、
そ
の
た
め
に
全
力
を
傾
注
し
た
こ
と
も
ま
た
必
然
で
あ
っ
た
。

證
・
楽
・
刑
・
政
」
と
解
析
し
て
い
る
。

「
愈
の
古
に
志
す
所
は
惟
其
の
辞
を
こ
れ
好
む
の
み
な
ら
ず
、
其
の
道
を
好
め
ば
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韓
愈
に
お
け
る
発
憤
著
書
の
説

い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

て
き
た
よ
う
に
、
韓
愈
は
儒
教
の
正
統
思
想
の
継
承
者
と
し
て
の
自
負
と
使
命
感
を
さ
さ
え
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
仏
教
、
老
荘
等
の

異
端
思
想
に
た
い
し
て
果
敢
な
挑
戦
を
お
こ
な
っ
て
き
た
も
の
の
、
独
自
な
儒
教
に
よ
る
思
想
の
構
想
と
そ
の
体
系
樹
立
の
意
志
を

も
ち
、
そ
れ
を
実
現
し
た
思
想
家
で
あ
る
と
は
認
め
が
た
い
。
韓
愈
は
帰
す
る
と
こ
ろ
文
学
者
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
お
い
て
偉
大

な
変
革
者
で
あ
っ
た
。
韓
愈
の
「
原
道
」
表
明
が
博
愛
と
信
義
の
精
神
を
自
ら
の
内
面
に
培
蓑
し
、
そ
れ
を
他
に
及
ぼ
そ
う
と
す
る

人
間
復
興
の
宣
言
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
彼
の
文
学
は
中
国
固
有
の
正
統
的
な
思
想
の
純
一
性
に
よ
っ
て
モ
ラ
ル
の
回
復
と
確
立
と
を

ね
が
う
モ
ラ
リ
ス
ト
の
表
現
行
動
で
あ
り
、
そ
の
意
識
変
革
の
切
実
な
願
望
は
そ
の
ま
ま
文
体
改
革
へ
の
意
欲
的
な
情
熱
と
な
っ
て

韓
愈
は
「
原
道
」

と
を
こ
れ
は
示
し
て
い
る
。

お
さ

「
欧
陽
生
を
哀
し
む
の
辞
の
後
に
題
す
」
の
文
で
も
、
「
愈
の
古
文
を
為
め
る
は
登
に
独
り
其
の
句
讀
の

今
に
類
せ
ざ
る
者
を
取
る
の
み
な
ら
ん
や
。
古
人
を
思
い
て
見
る
を
得
ざ
れ
ば
、
古
道
を
学
ん
で
則
ち
兼
ね
て
其
の
辞
に
通
ぜ
ん
と

欲
す
。
其
の
辞
に
通
ず
る
者
は
本
も
と
古
道
に
志
す
者
な
り
」
と
の
べ
、
さ
ら
に
「
李
翔
に
答
う
る
書
」
の
な
か
で
は
、

「
＿
―
-
代
両

漠
の
書
に
あ
ら
ざ
れ
ば
敢
て
見
ず
、
聖
人
の
志
に
あ
ら
ざ
れ
ば
敢
て
存
せ
ず
」
と
云
い
切
っ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
す
れ
ば
、
韓
愈
の

古
代
へ
の
関
心
は
も
っ
ば
ら
古
代
の
思
想
に
あ
っ
た
と
み
え
る
。
そ
れ
に
し
て
も
彼
が
古
代
へ
の
関
心
を
語
る
と
き
、
い
ず
れ
も
の

発
言
が
そ
の
対
象
と
時
を
異
に
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
古
代
の
句
読
、
つ
ま
り
文
章
表
現
の
様
式
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て

な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
古
の
道
の
体
得
と
古
の
文
章
表
現
の
吸
収
は
韓
愈
に
お
い
て
表
裏
一
体
で
あ
っ
た
こ

「
原
性
」
の
一
連
の
論
文
を
著
し
て
は
か
ら
ず
も
宋
学
の
祖
と
仰
が
れ
る
存
在
と
な
る
が
、
こ
れ
ま
で
考
察
し

な
り
」
と
い
っ
て
い
る
。
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つ
い
に

韓
愈
は
唐
の
代
宗
の
大
暦
三
年
（
七
六
八
）
に
生
れ
て
い
る
が
、
三
歳
の
と
き
、
父
の
秘
書
郎
・
韓
仲
卿
を
な
く
し
て
い
る
。
そ

の
後
の
彼
の
養
育
は
二
八
歳
の
年
令
の
ひ
ら
き
が
あ
り
、
そ
の
時
す
で
に
官
途
に
あ
っ
て
将
来
を
嘱
目
さ
れ
て
い
た
長
兄
の
韓
會
に

た
く
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
建
中
二
年
（
七
八
一
）

に
元
載
、

と
こ
ろ
が
、
こ
の
韓
會
も
韓
愈
一
四
歳
の
お
り
、

と
み
な
さ
れ
、
元
、
王
失
脚
に
連
坐
し
て
危
く
一
命
を
と
り
と
め
た
も
の
の
、
刺
史
と
し
て
流
諦
さ
れ
た
紹
州
の
地
で
病
死
す
る
。

そ
の
た
め
、
こ
れ
も
韓
愈
と
同
じ
ょ
う
に
、
す
で
に
孤
児
と
な
っ
て
い
た
次
兄
の
韓
介
の
子
・
老
成
と
一
緒
に
、
韓
會
の
庄
園
が
あ

っ
た
江
南
・
宣
城
の
地
に
兄
媛
鄭
氏
に
と
も
な
わ
れ
て
お
も
む
き
、
そ
こ
で
韓
愈
が
科
挙
の
試
に
応
ず
る
ま
で
く
ら
し
た
事
情
は
、

王
晋
の
党

彼
の
「
十
二
郎
を
祭
る
の
文
」
に
く
わ
し
い
。

旧
唐
書
の
本
伝
に
よ
れ
ば
韓
愈
は
七
歳
の
こ
ろ
か
ら
書
を
読
み
文
を
作
っ
た
が
、
別
に
き
ま
っ
た
師
に
つ
く
で
も
な
く
、
ほ
と
ん

わ
か

ど
独
学
で
あ
っ
た
と
い
う
。
後
年
、
彼
が
三
八
歳
の
と
き
に
書
い
た
「
李
兵
部
侍
郎
に
上
る
の
書
」
を
み
る
と
、
「
愈
、
少
く
し
て
郵

み

な

も

と

鈍
、
時
事
に
於
て
都
通
暁
せ
ず
。
家
貧
し
く
以
て
自
ら
活
く
る
に
足
ら
ざ
れ
ば
、
挙
に
応
じ
て
官
を
覚
め
る
こ
と
凡
そ
二
十
年
。
薄

命
不
幸
に
し
て
動
す
れ
ば
識
謗
に
邁
い
、
寸
を
進
ん
で
尺
を
退
き
、
卒
に
成
す
所
な
し
」
と
自
か
ら
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
兄
艘
の

世
話
に
な
っ
て
生
計
を
た
て
て
い
た
韓
愈
は
一
日
で
も
早
く
自
活
の
道
を
え
て
、
そ
の
労
に
む
く
い
よ
う
と
考
え
、
そ
の
た
め
科
挙

の
試
験
に
応
じ
て
官
吏
に
な
る
こ
と
を
求
め
て
い
た
。
そ
の
受
験
の
た
め
に
長
安
に
上
京
し
た
の
は
貞
元
二
年
（
七
八
六
）
・
韓
愈
一

八
歳
の
と
き
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
六
年
の
間
、
何
度
か
受
験
し
て
は
失
敗
し
、
刻
苦
勉
励
の
苦
学
生
活
の
末
に
、
二
五
歳
で
進
士

科
に
及
第
し
て
い
る
。
当
時
は
進
士
科
に
及
第
し
た
だ
け
で
は
す
ぐ
に
中
央
政
府
の
官
職
に
つ
け
な
い
制
度
で
あ
っ
た
の
で
、
さ
ら

に
上
の
博
学
鴻
詞
科
の
試
験
を
め
ざ
し
た
が
、
三
度
受
け
て
三
度
と
も
失
敗
し
て
い
る
。

か
こ

そ
の
と
き
の
自
分
の
不
遇
不
運
を
嘆
ち
、
宰
相
に
聞
達
を
求
め
る
た
め
に
書
簡
を
た
て
ま
つ
る
こ
と
三
度
に
及
ん
だ
が
、
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韓
愈
に
お
け
る
発
憤
著
書
の
説

あ
る
。
韓
愈
は
そ
の
な
か
で
、

む
く
い
ら
れ
な
い
ま
ま
に
終
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
今
日
伝
わ
っ
て
い
る
貞
元
十
年
（
七
九
四
）
に
書
か
れ
た
「
宰
相
に
上
る
の
書
」
で

「
今
、
人
と
生
れ
て
二
十
八
年
有
り
。
名
は
農
工
商
買
の
版
に
著
れ
ず
、
其
の
業
は
則
ち
書
を
読
み

た
め

て
文
を
著
し
、
亮
舜
の
道
を
歌
頌
す
。
雛
嗚
き
て
起
き
、
孜
々
と
し
て
亦
た
利
の
為
に
せ
ず
。
其
の
読
む
所
は
皆
聖
人
の
書
に
し
て

楊
・
墨
．
釈
・
老
の
学
は
其
の
心
に
入
る
所
無
し
。
其
の
著
す
所
は
皆
六
経
の
旨
を
約
に
し
て
文
を
成
す
。
邪
を
抑
え
正
に
典
し
、

時
俗
の
惑
う
所
を
辮
じ
、
窮
に
居
し
約
を
守
る
。
亦
た
時
に
感
激
、
怨
劉
、
奇
怪
の
辞
有
る
は
以
て
天
下
に
知
ら
れ
ん
こ
と
を
求
む

も
と

れ
ば
な
り
。
亦
た
教
化
に
惇
ら
ず
、
妖
淫
、
護
倭
、
讀
張
の
説
は
そ
の
中
よ
り
出
ず
る
所
無
し
」
と
の
べ
、
自
薦
自
推
を
お
こ
な
っ

て
い
る

3

当
時
に
あ
っ
て
自
薦
自
推
の
行
為
は
必
ず
し
も
珍
ら
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
あ
ら
か
じ
め
自
己
の
抱
懐
す
る
志
と
文

章
の
才
能
を
試
験
官
に
知
ら
せ
る
べ
く
種
々
の
手
段
が
と
ら
れ
、
伝
奇
小
説
の
か
た
ち
す
ら
利
用
さ
れ
た
事
実
は
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
で
も
っ
て
韓
愈
を
非
難
す
る
む
き
が
あ
る
の
は
間
違
っ
て
い
る
。
む
し
ろ
三
度
に
わ
た
る
上
書
に
お
の
ず

か
ら
韓
愈
の
苦
境
が
っ
た
え
ら
れ
て
い
る
し
、
仕
官
に
た
い
す
る
強
い
執
着
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
頃
、
韓
愈
は
知
己
の
祖
立

夫
に
あ
て
た
書
簡
の
な
か
で
、
「
夫
れ
所
謂
博
学
な
る
も
の
は
登
に
今
の
謂
う
所
の
者
な
ら
ん
や
。
夫
れ
所
謂
宏
辞
な
る
も
の
は
豊

に
今
の
謂
う
所
の
者
な
ら
ん
や
」
と
、
博
学
鴻
詞
科
に
合
格
し
た
者
の
文
章
と
自
分
の
文
章
を
比
較
し
て
嘆
き
、
も
し
古
の
豪
傑
の

士
で
あ
る
屈
原
、
孟
朝
、
司
馬
遷
、
相
如
、
楊
雄
が
こ
の
試
験
を
受
け
て
と
お
っ
た
と
し
て
も
、
自
ら
悪
じ
て
進
ま
な
か
っ
た
に
ち

が
い
な
い
と
当
時
の
博
学
鴻
詞
科
の
実
体
を
あ
ざ
け
っ
て
い
る
。
「
六
経
の
旨
を
約
し
、
文
を
つ
く
る
」
韓
愈
の
文
章
表
現
が
独
自

の
ス
タ
イ
ル
で
あ
っ
た
た
め
、

か
え
っ
て
他
者
に
い
れ
ら
れ
な
い
こ
と
の
自
負
が
そ
こ
に
の
ぞ
い
て
も
い
る
。
六
経
を
読
み
、
屈
原

楊
雄
、
司
馬
遷
の
書
を
学
ぶ
こ
と
は
科
挙
の
試
に
応
ず
る
た
め
に
か
か
せ
な
い
基
本
的
な
教
養
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
独
り

韓
愈
だ
け
で
は
な
い
が
、
師
に
つ
く
こ
と
も
な
く
、
独
学
で
基
本
的
な
教
養
を
身
に
つ
け
科
挙
の
試
に
応
ず
る
と
こ
ろ
ま
で
、
そ
の
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太
田
次
男
氏
は
三
た
び
宰
相
に
自
薦
し
た
韓
愈
の
書
簡
に
ふ
れ
て
、

学
習
に
打
ち
こ
ん
だ
韓
愈
は
、

と
り
わ
け
つ
よ
く
そ
れ
に
規
制
さ
れ
、
六
経
の
文
章
、
西
漠
以
前
の
文
章
表
現
の
様
式
を
学
び
と
っ

て
い
る
う
ち
に
、
そ
れ
を
す
っ
か
り
自
分
の
も
の
に
し
て
し
ま
っ
た
ふ
し
が
あ
る
。
例
え
ば
「
宰
相
に
上
る
の
書
」
の
な
か
で
も
、

詩
経
や
孟
子
の
こ
と
ば
を
そ
れ
と
は
っ
き
り
こ
と
わ
っ
て
、

す
っ
か
り
溶
解
し
て
お
り
、

「
詩
経
曰
く
」

ば
そ
の
も
の
と
見
紛
う
ほ
ど
で
あ
る
。

た
び
た
び
引
用
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
そ
れ
で
韓
愈
の
文
体
の
な
か
に

「
孟
子
曰
く
」
と
い
っ
た
引
用
の
こ
と
わ
り
が
き
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
韓
愈
の
こ
と

総
体
的
に
い
っ
て
、
韓
愈
の
文
章
は
典
故
を
つ
か
う
こ
と
は
少
な
い
が
、
典
故
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
常
識
を
こ
え
た
典
拠
を

も
と
め
な
い
し
、
そ
れ
だ
け
に
わ
ざ
と
ら
し
い
工
夫
の
迩
が
な
い
。
自
分
の
云
い
た
い
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
い
て
、
そ
の
過
程
で

自
然
に
血
肉
化
し
て
い
る
孟
子
や
楊
雄
の
こ
と
ば
が
、
自
分
の
文
脈
か
ら
は
ず
れ
ず
に
口
を
つ
い
て
で
て
く
る
と
い
っ
た
文
章
で
あ

る
。
こ
れ
は
典
故
を
繁
用
し
対
旬
の
工
夫
に
気
を
と
ら
れ
て
主
旨
が
逹
し
に
く
い
六
朝
風
の
文
体
と
は
趣
き
を
こ
と
に
し
て
い
た
。

そ
の
よ
う
な
文
章
表
現
を
当
時
の
博
学
鴻
詞
科
の
詮
衡
が
受
け
い
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
ま
だ
き
て
い
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
韓
愈
の
不
幸

が
あ
っ
た
。
博
学
鴻
詞
科
は
官
吏
に
な
っ
て
自
活
の
道
を
き
り
ひ
ら
き
、
天
下
に
自
分
の
志
を
と
う
た
め
に
ど
う
し
て
も
と
お
ら
ね

ば
な
ら
ぬ
関
門
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
関
門
を
通
る
こ
と
を
阻
害
し
て
い
る
の
が
自
分
の
文
章
表
現
で
あ
る
と
い
う
矛
盾
に
韓
愈
は

た
た
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
矛
盾
は
韓
愈
が
儒
教
の
徒
で
あ
り
、
現
実
的
な
課
題
の
な
か
で
問
題
の
解
決
を
も
と
め
る

つ
ね
に
つ
き
ま
と
う
も
の
で
あ
っ
た
。

か
ぎ
り
、

軽
視
し
、

「
こ
う
い
う
種
類
の
文
章
を
乞
食
の
文
章
と
し
て
、
極
端
に

た
ま
た
ま
こ
の
種
の
も
の
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
韓
愈
の
た
め
に
惜
し
み
、

さ
ら
に
決
し
て
こ
れ
が
韓
愈
文
学
の
本
質

で
な
い
と
す
る
意
見
が
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
必
ず
し
も
当
を
得
た
と
は
い
え
ま
い
。
三
上
書
は
元
来
、
韓
愈
の
品
性
の
高
下
と
は
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何
の
関
係
も
な
い
。
む
し
ろ
彼
が
こ
う
い
う
文
章
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
学
生
活
—
‘
仮
り
に
こ
う
名
づ
け
て
—
'
の
出
発
点
と
し

た
悲
劇
性
こ
そ
む
し
ろ
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
指
摘
さ
れ
る
の
は
正
し
い
。
こ
の
よ
う
に
論
じ
る
太
田
氏
の
「
韓
愈
に
つ
い

て
の
一
考
察
」
は
韓
愈
の
官
人
生
活
を
中
心
と
し
て
の
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
な
か
の
見
解
に
は
傾
聴
す
べ
き
も
の
が
多

②
 

い
。
た
だ
し
か
し
、
さ
き
ほ
ど
の
指
摘
に
つ
づ
い
て
、

「
韓
愈
文
学
の
原
型
は
こ
れ
が
書
か
れ
た
二
十
八
歳
の
頃
ま
で
に
既
に
出
来

上
っ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
発
言
に
は
納
得
の
ゆ
く
論
証
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
韓
愈
文
学
の
原
型
が
確
立
す
る
の
は

む
し
ろ
こ
の
二
十
八
歳
の
時
を
出
発
と
し
て
、
自
分
の
不
幸
が
荷
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
悲
劇
性
の
意
味
を
告
発
し
つ
づ
け
る
過
程

で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
は
こ
れ
か
ら
ほ
ぼ
十
年
の
歳
月
を
必
要
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
元
和
元
年
、
韓
愈
が
権
知
国
子

博
士
の
官
位
を
獲
て
、
中
央
政
府
に
召
さ
れ
る
ま
で
の
な
が
い
地
方
官
時
代
と
重
な
っ
て
い
る
。
こ
の
間
に
、
韓
愈
は
彼
独
自
の
八

不
平
の
文
学
＞
論
を
、
八
愁
思
の
美
学
＞
説
を
構
築
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

今
日
残
っ
て
い
る
も
の
で
、
此
の
十
年
間
の
韓
愈
の
文
学
思
想
を
う
か
が
え
る
資
料
を
あ
げ
れ
ば
、
上
宰
相
書
（
貞
元
十
年
）
、

重
答
張
籍
書
（
貞
元
十
二
年
）
、
典
海
宿
論
文
書
（
貞
元
十
二
年
）
、
答
李
拗
書
（
貞
元
十
八
年
）
、
送
孟
東
野
序
（
貞
元
十
九
年
）
、

答
賓
秀
才
書
（
貞
元
十
九
年
）
、
上
李
兵
部
侍
郎
（
永
貞
元
年
）
、
荊
渾
唱
和
集
序
（
永
貞
元
年
）
な
ど
が
あ
る
。

さ
て
博
学
鴻
詞
科
の
試
に
失
敗
し
た
韓
態
は
貞
元
十
二
年
（
七
九
六
）
に
宣
武
軍
節
度
使
・
董
晋
に
従
い
、
そ
の
観
察
推
官
と
し
沐

州
の
地
に
赴
く
こ
と
に
な
る
が
、
貞
元
十
五
年
（
七
九
九
）
董
晋
が
な
く
な
る
と
、
そ
の
年
の
秋
、
徐
州
の
節
度
使
・
張
封
建
を
た
よ

っ
て
て
そ
の
属
僚
と
な
り
、
そ
こ
で
約
一
年
間
く
ら
し
て
い
る
。
さ
ら
に
貞
元
十
七
年
（
八
0
1
)
に
四
門
博
士
に
任
命
さ
れ
て
京
師

つ
づ
い
て
監
察
御
史
に
遷
る
が
、
そ
の
と
き
京
兆
の
手
・
李
実
の
暴
政
を
弾
劾
し
て
、
ま
も
な
く
陽
山
の
令
に
左
遷
さ
れ

て
い
る
。
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
韓
愈
は
江
陵
府
の
参
軍
に
移
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

に
復
帰
。
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中
国
の
歴
代
の
士
太
夫
が
い
ず
れ
も
中
央
政
府
の
官
僚
と
な
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
る
が
、
韓
愈
も
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
。

と
い
う
よ
り
韓
愈
は
そ
の
志
向
に
お
い
て
よ
り
強
烈
で
あ
っ
た
。
こ
の
視
点
か
ら
み
れ
ば
、
韓
愈
の
地
方
官
生
活
は
博
学
鴻
詞
科
受

験
失
敗
後
に
あ
き
ら
め
て
沐
州
に
下
っ
た
と
き
と
、
所
謂
失
意
の
生
活
で
あ
る
こ
と
で
は
変
り
は
な
か
っ
た
。
韓
愈
に
「
雑
説
」
四

首
と
題
す
る
寓
意
文
が
あ
る
が
、
こ
の
四
首
の
な
か
で
も
い
ち
ば
ん
人
口
に
噌
炎
し
て
い
る
の
は
第
四
首
の
伯
楽
と
千
里
の
馬
の
説

話
で
あ
る
。
八
一
日
に
千
里
を
走
る
馬
も
、
伯
楽
の
よ
う
な
馬
の
相
を
よ
く
み
わ
け
る
こ
と
の
で
き
る
人
物
に
あ
わ
な
け
れ
ば
駄
馬

な
み
に
あ
っ
か
わ
れ
て
つ
い
に
馬
小
屋
の
中
に
朽
ち
果
て
て
し
ま
う
。
世
の
中
の
人
は
千
里
の
馬
が
い
な
い
と
い
う
が
、
千
里
の
馬

が
い
て
も
そ
れ
を
み
わ
け
る
一
人
の
伯
楽
が
い
な
い
の
だ
＞
と
い
う
話
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
才
能
あ
る
人
間
も
そ
れ
を
認
め
て
活

用
す
る
人
が
い
な
け
れ
ば
せ
っ
か
く
の
才
能
を
発
揮
で
き
ぬ
ま
ま
世
間
に
埋
も
れ
て
し
ま
う
と
い
う
寓
意
が
託
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

寓
意
文
が
い
つ
ご
ろ
書
か
れ
た
か
は
さ
だ
か
で
は
な
い
が
、
二
五
歳
の
韓
愈
が
当
時
「
龍
虎
の
榜
」
と
し
て
願
が
れ
た
科
挙
の
試
験

に
と
お
り
な
が
ら
も
、
そ
れ
か
ら
十
年
の
間
ま
と
も
な
官
職
に
つ
け
ず
、
地
方
の
官
を
遍
歴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
失
意
の
原

体
験
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
つ
く
ら
れ
た
寓
話
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

「
祠
部
陸
員
外
郎
に
興
う
る
書
」

貞
元
十
八
年
（
八
0
二
）
、
は
じ
め
て
中
央
政
府
に
属
す
る
四
門
博
士
の
官
に
つ
い
た
韓
愈
に
、
中
書
舎
人
・
権
徳
輿
を
た
す
け
て

科
挙
の
試
験
を
主
管
し
て
い
た
陸
惨
が
人
物
推
薦
を
依
頼
し
て
い
る
。
韓
愈
は
そ
れ
に
応
え
て
、

を
あ
ら
わ
し
、
侯
倍
、
李
紳
、
李
翔
等
十
人
を
推
挙
し
て
い
る
。
韓
愈
は
そ
れ
ぞ
れ
に
推
薦
理
由
の
こ
と
ば
を
つ
け
加
え
た
あ
と
に
、

「
即
叫
Sl
、
陸
相
公
は
貢
士
を
司
り
、
文
章
を
考
す
る
に
甚
だ
詳
か
な
り
。
愈
は
時
に
亦
た
中
に
在
り
得
る
も
未
だ
陸
の
人
を
得
る
を

と

も

ほ

ま

れ

ゆ

え

ん

た

ず

知
ら
ず
。
其
の
一
・
ニ
年
に
し
て
、
典
に
及
第
す
る
者
は
赫
然
と
し
て
聟
有
り
。
其
の
所
以
を
原
ぬ
れ
ば
亦
た
梁
補
闘
粛
、
王
郎
中

た

す

は

か

り

と

と

あ

ず

礎
こ
れ
を
佐
く
。
梁
は
八
人
を
挙
げ
て
失
う
者
有
る
こ
と
無
し
。
其
の
餘
は
王
の
皆
謀
に
棋
か
る
。
陸
相
の
文
章
を
考
す
る
や
甚
だ
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ば
か
ら
な
か
っ
た
確
信
も
そ
の
辺
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

詳
か
な
る
も
、
梁
と
王
と
を
待
っ
て
此
の
如
き
は
疑
い
な
し
。
梁
と
王
と
の
人
を
挙
ぐ
る
こ
と
此
の
如
き
は
嘗
に
今
に
至
る
も
美
靡

と
為
す
べ
し
」
と
の
べ
て
い
る
。
韓
愈
の
登
第
を
ふ
く
め
て
「
龍
虎
の
榜
」
と
世
に
称
せ
ら
れ
た
こ
の
期
の
主
査
と
副
査
に
、
文
章

の
め
き
き
で
あ
る
陸
贄
と
梁
粛
、
王
礎
が
い
た
。
な
か
で
も
梁
粛
は
韓
愈
の
兄
韓
會
、
柳
宗
元
の
父
柳
鎮
と
交
友
が
あ
り
、
唐
代
古

③
 

文
形
成
期
に
あ
っ
て
元
結
、
獨
孤
及
と
な
ら
ん
で
重
要
な
役
割
を
は
た
し
た
古
文
家
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
旧
唐
書
韓
愈
伝
は
、
若
き

日
の
韓
愈
が
梁
粛
、
獨
孤
及
の
徒
に
従
っ
て
文
章
を
み
が
い
て
い
た
と
伝
え
て
い
る
。
こ
の
二
人
の
開
係
を
「
伯
楽
と
千
里
の
馬
」

の
寓
意
に
な
ろ
ざ
え
れ
ば
、
梁
粛
は
韓
愈
に
と
っ
て
文
章
の
め
き
き
伯
楽
で
あ
っ
た
。
権
徳
輿
を
補
佐
す
る
陸
惨
に
か
く
あ
れ
と
望

む
韓
愈
も
み
ず
か
ら
伯
楽
た
ろ
う
と
願
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
韓
愈
は
登
第
後
、
同
期
の
仲
間
が
一
・
ニ
年
の
間
に
赫
々
た
る
名

声
を
あ
げ
た
の
に
反
し
独
り
苦
し
い
失
意
の
時
代
が
そ
れ
か
ら
つ
づ
い
た
だ
け
に
、
後
進
の
頼
る
者
あ
れ
ば
こ
れ
を
導
き
、
才
能
識

見
に
す
ぐ
れ
る
者
あ
れ
ば
推
挙
登
用
の
労
を
惜
し
む
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
彼
が
張
籍
、
孟
東
野
、
李
紳
、
買
島
、
李

賀
な
ど
の
朋
友
後
輩
の
文
学
者
た
ち
の
世
話
を
よ
く
み
た
事
実
、
先
の
書
簡
で
推
挙
し
た
十
人
の
内
九
人
ま
で
が
次
々
に
時
を
異
に

し
な
が
ら
も
登
第
し
た
事
実
が
如
実
に
保
証
し
て
い
る
。
韓
愈
が
当
時
と
か
く
非
難
の
む
き
が
あ
っ
た
「
師
の
説
」
を
立
論
し
て
は

さ
て
博
学
鴻
詞
科
に
失
敗
後
、
董
晋
に
従
っ
て
沐
州
に
く
だ
り
、
そ
の
幕
客
を
つ
と
め
て
い
た
時
代
は
韓
愈
に
と
っ
て
失
意
の
も

っ
と
も
ふ
か
い
時
期
で
あ
っ
た
。
貞
元
十
年
（
七
九
四
）
に
は
育
て
の
親
で
あ
り
、
韓
愈
の
出
世
を
い
ち
ば
ん
期
待
し
て
い
た
兄
艘
の

鄭
氏
が
な
く
な
っ
て
い
る
し
、
そ
の
翌
年
に
は
、
長
安
の
苦
学
生
活
時
代
か
ら
彼
の
親
し
い
詩
文
の
友
で
あ
っ
た
李
観
が
年
二
九
オ

の
若
さ
で
、
京
師
に
お
い
て
み
ま
か
っ
て
い
る
。
そ
の
死
後
に
か
か
れ
た
「
李
元
賓
（
観
）
墓
銘
」
が
そ
の
叙
述
を
簡
略
の
極
に
と
ど

ふ
か
い
哀
傷
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
吉
川
幸
次
郎
氏
の
「
唐
代
の
詩
と
散
文
」
に
く
わ
し

め
る
こ
と
で
か
え
っ
て
、

韓
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い
。
こ
の
と
き
た
し
か
に
韓
愈
に
は
時
を
え
な
い
と
い
う
感
慨
よ
り
も
、
独
り
と
り
の
こ
さ
れ
て
ゆ
く
や
り
き
れ
な
い
寂
蓼
感
に
と

ざ
さ
れ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
友
人
の
張
籍
が
沐
州
に
お
け
る
韓
愈
が
博
突
を
好
み
、
雑
駿
な
文
章
を
作
っ
て
い
る
と
き
い
て
、

儒
教
の
大
道
を
明
ら
か
に
す
る
大
著
を
作
っ
て
ほ
し
い
と
諌
め
た
の
も
こ
の
と
き
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
た
い
し
て
韓
愈
は
、

て
張
籍
に
答
う
る
の
書
」
を
お
く
り
、
「
古
人
の
書
を
観
る
に
、
其
の
時
を
得
て
其
の
道
の
行
わ
る
れ
ば
則
ち
書
を
為
る
所
な
し
。

書
の
皆
為
る
所
は
今
に
行
わ
れ
ず
、
後
世
に
行
わ
る
る
者
な
り
」
と
こ
た
え
て
い
る
。
志
を
え
ず
、
適
も
叉
行
わ
れ
な
い
な
か
で
こ

そ
、
書
物
は
著
述
さ
る
べ
き
も
の
で
、
現
実
に
お
こ
な
わ
れ
ず
と
も
、
そ
れ
は
後
世
の
知
己
を
待
つ
も
の
だ
と
い
う
の
は
た
し
か
に

「
重
ね

そ
う
で
は
あ
る
が
、
沐
州
で
失
意
に
と
ざ
さ
れ
か
な
り
頻
廃
的
な
生
活
に
身
を
ひ
た
し
て
い
た
と
き
の
こ
と
ば
だ
け
に
、
そ
の
こ
と

、
、
、
、

に
す
が
り
、
お
の
れ
を
振
い
た
て
て
い
る
韓
愈
の
つ
ま
だ
ち
が
み
え
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
古
文
の
名
の
も
と
に
独
自

な
変
革
を
試
み
る
文
章
表
現
は
こ
の
と
き
の
韓
愈
に
と
っ
て
唯
一
の
生
き
て
い
る
こ
と
の
証
で
あ
っ
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。

や
は
り
沐
州
の
時
期
の
作
と
さ
れ
た
も
の
に
、
韓
愈
と
同
年
の
進
士
「
厖
宿
に
与
え
て
文
を
論
ず
る
の
書
」
が
あ
る
。

つ

く

か

な

こ

と

わ

ろ

す

こ

僕
は
文
を
為
る
こ
と
久
し
。
自
ら
意
中
に
称
う
毎
に
、
以
て
好
し
と
為
せ
ば
、
則
ち
人
は
必
ず
以
て
悪
し
と
為
す
。
小
し
く
意

に
称
え
ば
、
人
は
亦
た
小
し
く
怪
し
む
。
大
い
に
意
に
称
え
ば
、
則
ち
人
は
必
ず
大
い
に
怪
し
む
。
時
々
、
事
に
応
じ
て
俗
下
の

文
字
を
作
し
、
筆
を
下
し
て
人
を
し
て
暫
ず
か
ら
し
む
る
も
、
人
に
示
す
に
及
べ
ば
、
則
ち
人
は
以
て
好
し
と
為
す
。
小
し
く
暫

ず
れ
ば
亦
た
蒙
け
て
之
を
小
し
く
好
し
と
謂
う
。
大
い
に
慰
ず
れ
ば
、
則
ち
必
ず
以
て
大
い
に
好
し
と
為
す
。
知
ら
ず
、
古
文
の

た
だ直

ち
に
何
ぞ
今
の
世
に
用
い
ら
る
る
を
。
然
る
を
以
て
智
者
の
知
る
を
埃
つ
。
昔
、
楊
子
雲
は
大
玄
を
著
す
も
、
人
は
皆
之
を
笑

う
。
子
雲
の
言
に
日
く
、
世
は
我
を
知
ら
ざ
る
も
害
う
無
し
、
後
世
に
復
た
楊
子
雲
有
り
て
必
ず
之
を
好
し
と
す
と
。
子
雲
の

お
も

没
し
て
千
載
に
近
し
。
意
う
に
未
だ
楊
子
雲
有
ら
ざ
る
は
歎
く
べ
し
。
其
の
時
、
桓
輝
は
亦
た
雄
の
書
を
以
て
老
子
よ
り
勝
れ
り
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か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
為
す
。
老
子
は
未
だ
道
う
に
足
ら
ず
。
子
雲
は
登
に
老
子
と
彊
を
争
う
の
み
な
ら
ん
や
。
此
れ
未
だ
雄
を
知
ら
ざ
る
者
な
り
。

其
の
弟
子
の
侯
芭
は
頗
る
之
を
知
り
、
其
の
師
の
書
を
以
て
周
易
よ
り
勝
れ
り
と
為
す
。
然
る
に
侯
の
他
の
文
は
世
に
現
れ
ず
、

ね
が

其
の
人
は
果
し
て
如
何
な
る
か
を
知
ら
ず
。
此
を
以
て
言
え
ば
、
作
者
は
人
の
知
る
を
祈
わ
ざ
る
や
明
か
な
り
。
直
ち
に
百
世
の

お
も

こ
れ

の
ち
に
以
て
聖
人
を
埃
っ
て
惑
わ
ず
、
諸
を
鬼
神
に
質
し
て
疑
わ
ざ
る
の
み
。
足
下
豊
に
然
り
と
謂
わ
ざ
ら
ん
や
。
李
翻
は
僕
に

従
い
て
文
を
学
び
頗
る
得
る
所
有
り
。
然
る
に
其
の
人
は
家
貧
し
く
事
多
く
、
未
だ
其
の
業
を
卒
ぐ
る
能
わ
ず
。
張
籍
な
る
者
有

ち
か

り
、
年
は
翻
よ
り
長
じ
、
亦
た
僕
に
学
ぶ
。
其
の
文
は
罰
に
相
い
上
下
す
。
一
・
ニ
年
之
を
業
と
せ
ば
至
る
に
庶
幾
か
ら
ん
。
然

あ
わ
れ

る
に
其
の
俗
尚
を
棄
て
寂
莫
の
道
に
従
い
、
之
を
以
て
名
を
時
に
争
う
を
閲
む
。
久
し
く
談
ぜ
ざ
れ
ば
聯
か
足
下
に
感
じ
て
自
ら

、
、
、
ヽ
ヽ
ひ
た
、
ヽ
い
、

此
に
進
め
、
故
に
憤
り
を
発
し
て
一
す
ら
道
う
。
愈
、
再
拝
す
。

こ
れ
を
み
て
も
、
孤
独
な
失
意
の
な
か
に
あ
っ
て
韓
愈
の
関
心
は
自
分
の
志
す
文
学
の
道
で
あ
り
、
俗
尚
に
逆
う
文
章
表
現
で
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
韓
愈
の
文
章
表
現
が
世
間
の
こ
の
み
と
劃
顧
し
て
い
た
事
実
を
こ
れ
ほ
ど
訴
え
て
い
る
の
は
め
ず
ら
し
く

そ
の
意
味
で
も
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
や
り
き
れ
な
い
憤
憑
を
楊
雄
に
托
し
て
後
世
の
知
己
を
待
と
う
と
す
る
韓
愈
の
こ
と
ば
は
孤

独
な
単
独
旅
行
者
の
ふ
か
い
悲
愁
に
み
ち
て
い
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
「
百
世
の
の
ち
に
、
聖
人
を
埃
っ
て
惑
わ
ず
、
諸
を
鬼
神
に

質
し
て
疑
わ
ざ
る
の
み
。
足
下
は
登
に
然
り
と
謂
わ
ざ
ら
ん
や
」
と
い
う
た
た
み
か
け
る
よ
う
な
訴
え
は
文
章
表
現
に
自
分
を
賭
け

て
き
た
者
の
ゆ
ら
ぐ
こ
と
の
な
い
雄
々
し
い
自
負
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
つ
づ
い
て
同
じ
古
文
の
道
を
あ
ゆ
む
弟
子
の
李
翻
と
友

人
の
張
籍
を
賞
讃
し
て
い
る
が
、

の
と
き
、
寂
莫
の
な
か
に
あ
っ
て
、

「
其
の
俗
尚
を
棄
て
寂
莫
の
道
に
従
う
」
と
評
し
て
い
る
の
は
韓
愈
自
身
の
姿
で
も
あ
っ
た
。
こ

百
年
の
後
に
再
び
韓
愈
の
あ
ら
わ
れ
る
を
ま
つ
と
い
う
ほ
か
に
自
ら
を
は
げ
ま
す
こ
と
ば
は
な

韓
愈
に
お
け
る
発
憤
著
書
の
説
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発
憤
著
書
の
語
を
韓
愈
が
吐
く
の
は
こ
こ
だ
け
で
な
い
。
後
漠
の
王
充
、

王
符
、
仲
長
統
の
三
賢
を
賛
え
た
文
に
、

「
初
め
尚
書
郎
に
挙
げ
ら
れ
、
後
に
丞
相
の
軍
事
に
参
ず
。
卒
に
榮
に
至
ら
ず
、

「
後
漠
三
賢

賛
」
が
あ
る
が
、
そ
の
な
か
の
仲
長
統
の
賛
で
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

古
今
を
論
説
し
て
憤
り
を
発
し
て
書
を
著
す
」
と
論
じ
て
い
る
。
ま
た
雑
説
四
首
の
第
三
首
に
「
談
生
が
祖
山
君
伝
を
作
る
」
の
説

た
た

話
が
あ
り
、
こ
こ
に
も
、
「
談
生
が
祖
山
君
伝
を
為
り
し
に
、
鶴
の
も
の
言
う
と
称
え
る
は
翌
に
怪
し
か
ら
ず
や
。
然
れ
ど
も
其
れ

、
、
、
、
、
、
ヽ
ヽ
ひ
さ
ヽ
、
、
、
、
、
、

ま
れ

人
を
観
る
に
そ
の
能
く
そ
の
性
を
尽
し
て
禽
獣
異
物
に
類
せ
ざ
る
者
は
希
な
り
。
賂
た
世
を
憤
り
邪
を
嫉
み
、
長
し
く
往
き
て
来
た

、
、
、
ヽ
ヽ
っ
く
ヽ
ヽ
ヽ

ら
ざ
る
者
の
為
る
所
か
」
と
の
べ
、
発
憤
著
書
の
説
を
説
話
の
主
眼
に
お
い
て
い
る
。
発
憤
著
書
の
説
は
す
で
に
司
馬
遷
の
「
太
史

く
る
し

ゆ
う

公
自
序
」
に
み
え
る
。
「
昔
、
西
伯
は
茨
里
に
拘
え
ら
れ
て
周
易
を
演
べ
、
孔
子
は
陳
禄
に
尼
め
ら
れ
て
春
秋
を
作
る
。
屈
原
は
放

逐
せ
ら
れ
て
離
騒
を
著
し
、
左
丘
は
失
明
し
て
廠
の
国
語
有
り
。
不
草
は
蜀
に
遷
さ
れ
て
世
に
呂
覧
を
伝
う
。
韓
非
は
秦
に
囚
え
ら

れ
て
説
難
・
孤
憤
有
り
。
詩
三
百
篇
は
大
抵
聖
賢
の
発
憤
し
て
為
作
る
所
な
り
。
此
れ
人
み
な
意
に
鬱
結
す
る
所
有
り
て
、
其
の
道

を
通
ず
る
を
得
ず
。
故
に
往
事
を
述
べ
来
者
を
思
う
な
り
」
と
語
る
司
馬
遷
も
ま
た
こ
の
説
に
「
史
記
」
創
作
の
動
機
を
托
し
た
の

で
あ
る
。
韓
愈
は
こ
の
司
馬
遷
の
発
憤
著
書
の
説
に
よ
ほ
ど
ふ
か
い
共
感
を
も
っ
て
い
た
ら
し
く
、
そ
の
他
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
で
、

こ
の
言
葉
を
つ
か
っ
て
い
る
。
貞
元
二
十
年
（
八
0
四
）
に
書
か
れ
た
「
賓
秀
オ
に
答
う
る
の
書
」
を
み
る
と
、

は
か

他
の
芸
能
に
於
て
自
ら
度
り
て
努
力
す
べ
き
こ
と
無
し
。
又
時
事
に
通
ぜ
ず
世
と
麒
顧
す
る
こ
と
多
し
。
終
に
以
て
樹
立
す
る
こ
と

お
も
、
、
、
、
、
、
、
、
、
ヽ
も
つ
ば
ら
、
、

無
か
ら
ん
こ
と
を
念
い
、
遂
に
発
憤
し
て
篤
く
文
学
を
専
に
す
」
と
あ
り
、
韓
愈
は
文
学
の
道
に
専
念
し
て
、
そ
こ
に
自
分
の
志

を
樹
立
し
ょ
う
と
し
た
動
機
を
、
若
い
と
き
か
ら
自
分
が
時
事
に
不
明
で
世
間
と
喰
い
違
う
失
意
の
な
か
で
発
憤
し
た
か
ら
だ
と
と

ら
え
て
い
る
。
こ
の
発
言
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
韓
愈
の
発
憤
著
書
の
説
を
主
観
的
に
消
化
し
て
、

そ
れ
を
独
自
の
文
学
創
作
論
と
し
て
構
築
し
た
の
が
、
貞
元
十
九
年
（
八
01
―
-
）
に
書
か
れ
た
「
孟
東
野
を
送
る
の
序
」
の
八
不
平
の

「
愈
少
く
し
て
鴛
怯

26 



文
学
＞
論
で
あ
り
、
そ
の
翌
々
年
の
永
貞
元
年
（
八
0
五
）
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
「
荊
澤
唱
和
詩
に
序
す
」
に
み
え
る
八
愁
思
の
美
学
＞

説
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

三

貞
元
十
八
年
（
八
0
二
）
に
、

五
十
オ
に
ち
か
い
友
人
の
孟
東
野
が
は
じ
め
て
江
蘇
省
渫
陽
県
の
尉
に
任
ぜ
ら
れ
、
そ
の
任
地
に
お

も
む
く
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
さ
い
の
官
位
に
あ
き
た
ら
ぬ
孟
東
野
の
不
平
の
気
持
を
察
し
た
韓
愈
が
不
遇
不
平
の
な
か
か
ら
こ
そ

す
ぐ
れ
た
文
学
が
生
れ
て
く
る
の
だ
と
慰
め
た
の
が
、
こ
の
「
孟
東
野
を
送
る
の
序
」
で
あ
る
。
貞
元
十
九
年
（
八
0
三
）
と
い
え
ば

韓
愈
は
京
師
に
帰
り
四
門
博
士
の
職
に
つ
い
て
い
た
が
、
こ
し
か
た
の
苦
労
の
多
か
っ
た
地
方
で
の
幕
客
不
遇
の
時
代
に
思
い
を
い

た
す
と
き
、
反
対
に
都
を
出
て
ゆ
く
白
髪
ま
じ
り
の
孟
東
野
を
慰
め
は
げ
ま
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
書
き

お
お
よ
そ

出
し
で
、
「
大
凡
物
の
そ
の
平
ら
か
な
る
を
得
ざ
る
と
き
は
則
ち
鳴
る
」
と
い
う
の
は
、
草
木
風
水
か
ら
四
季
の
自
然
現
象
に
わ
た
っ

て
、
物
は
す
べ
て
乎
衡
を
失
っ
た
と
き
美
し
い
音
色
を
出
す
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
人
間
に
お
い
て
も
亦
た
お
な
じ
で
あ
る
と
韓
愈

は
み
る
。
八
人
間
は
平
衡
を
得
て
い
る
と
き
は
み
ち
た
り
て
い
る
か
ら
言
葉
で
表
現
す
る
必
要
は
な
い
。
逆
に
、
不
平
や
憤
り
が
あ

っ
て
ど
う
し
て
も
、
も
の
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
胸
の
思
い
が
つ
き
あ
げ
て
く
る
と
き
に
、
そ
れ
は
表
現
の
か
た
ち
を
と
る
。
言
語
こ
そ

人
間
の
磐
の
精
悴
で
あ
り
、
文
辞
こ
そ
言
語
の
精
悴
で
あ
る
＞
と
の
べ
、
つ
い
で
韓
愈
は
最
も
善
＜
鳴
っ
た
過
去
の
文
学
者
の
歴
史

を
語
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
偏
向
性
の
つ
よ
い
独
自
の
価
値
観
で
貫
か
れ
て
い
て
、
秦
漠
で
善
＜
鳴
っ
た
も
の
と
し
て
李
斯
、
司

し
も

「
其
の
下
魏
晋
氏
、
嗚
る
者
は
古
に
及
ば
ず
。
然
れ
ど
も
未
だ
嘗

馬
相
如
、
司
馬
遷
、
楊
雄
を
あ
げ
て
い
る
の
は
よ
い
と
し
て
も
、

っ
て
絶
え
ず
。
就
い
そ
の
善
き
者
も
、
そ
の
盤
は
清
に
し
て
巧
な
り
、
そ
の
節
は
数
に
し
て
急
な
り
、
そ
の
辞
は
淫
に
し
て
哀
な
り

そ
の
志
は
弛
に
し
て
陣
な
り
、
そ
の
言
た
る
や
乱
雑
に
し
て
章
な
し
」
と
、
魏
晋
六
朝
時
代
の
文
学
に
た
い
す
る
批
判
は
な
か
な
か

韓
愈
に
お
け
る
発
憤
著
書
の
説
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に
て
き
び
し
い
。
唐
に
な
る
と
、
陳
子
昂
、
蘇
源
明
、
元
結
、
李
白
、
杜
甫
、
李
観
を
推
賞
し
、
そ
れ
よ
り
以
降
、
現
存
す
る
文
学

者
で
詩
を
も
っ
て
嗚
る
者
に
孟
東
野
を
あ
げ
、
魏
晋
よ
り
も
文
学
的
風
格
が
あ
り
、
漠
代
さ
え
お
か
し
て
い
る
と
賞
揚
を
お
し
ま
な

い
。
一
方
、
李
罰
、
張
籍
を
そ
の
左
右
に
す
え
て
、
こ
れ
ま
た
善
＜
嗚
る
文
学
者
の
尤
と
み
な
し
て
い
る
。
秦
漠
、
唐
で
は
善
＜
鳴

る
文
学
者
の
具
体
名
を
例
挙
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
魏
晋
六
朝
に
至
っ
て
は
全
く
そ
れ
を
し
て
い
な
い
。
韓
愈
は
宋
代
の
文

人
が
一
般
的
に
陶
淵
明
を
例
外
と
し
て
魏
晋
六
朝
の
文
学
を
全
否
定
す
る
傾
向
が
強
く
う
か
が
わ
れ
る
の
に
く
ら
べ
る
と
、
善
く
嗚

あ
る
と
考
え
る
。

る
文
学
者
が
こ
の
時
代
に
も
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
、
そ
れ
が
充
分
に
力
を
発
揮
で
き
な
か
っ
た
の
は
天
の
采
配
で

か
か
る
考
え
方
の
な
か
に
は
、
魏
晋
六
朝
の
時
代
は
老
佛
の
思
想
が
支
配
的
な
ち
か
ら
を
も
ち
、
儒
教
の
道
統
が

そ
れ
に
よ
っ
て
逼
息
せ
し
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
思
想
の
情
況
を
そ
の
ま
ま
反
映
し
た
の
が
、
こ
の
時
代
の
文
学
で
あ
る
と
い
う
認

識
が
あ
る
。
こ
の
認
識
か
ら
韓
愈
が
自
由
に
な
れ
な
い
と
こ
ろ
に
、
彼
の
文
学
史
観
の
―
つ
の
偏
向
性
が
あ
り
、
そ
れ
が
ま
た
韓
愈

の
文
学
に
独
自
な
緊
張
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。

こ
の
序
に
あ
ら
わ
れ
た
具
体
的
な
偏
向
性
を
さ
ら
に
堀
り
下
げ
て
み
よ
う
。
唐
代
の
文
学
に
ふ
れ
て
、
韓
愈
は
「
唐
の
天
下
を
有

し
て
よ
り
、
陳
子
昂
、
蘇
源
明
、
元
結
、
李
白
、
杜
甫
、
李
観
、
皆
能
く
す
る
所
を
以
て
鳴
る
」
と
語
っ
て
い
る
が
、
李
白
、
杜
甫

を
の
ぞ
い
て
い
ず
れ
も
み
な
唐
代
屈
指
の
古
文
家
で
あ
る
。
李
白
、
杜
甫
を
唐
代
文
学
の
傑
出
し
た
文
学
者
と
み
な
す
の
は
、
今
日

で
は
む
し
ろ
常
識
で
あ
る
が
、
い
ま
だ
李
杜
の
評
価
が
充
分
に
定
ま
ら
な
い
中
唐
期
に
あ
っ
て
、
「
李
杜
に
文
章
在
り
、
光
綾
万
丈

に
長
し
」
（
調
張
籍
）
と
歌
っ
た
の
は
韓
愈
そ
の
人
で
あ
っ
た
。
達
眼
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
問
題
は
古
文
家
文
人
の
評
価
に
あ
る
。

陳
子
昂
は
当
時
か
ら
唐
代
古
文
家
の
先
駆
的
存
在
と
み
な
さ
れ
て
い
た
し
、
蘇
源
明
、
元
結
、
李
観
は
韓
柳
出
現
以
前
の
古
文
形
成

期
の
文
学
運
動
に
参
加
し
そ
れ
を
推
進
し
て
き
た
文
学
者
で
あ
る
。
唐
代
古
文
運
動
の
形
成
過
程
に
つ
い
て
は
別
に
論
稿
を
予
定
し
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て
お
り
、
そ
こ
で
充
分
に
意
を
つ
く
す
つ
も
り
で
あ
る
が
、
今
こ
こ
で
は
必
要
最
小
限
に
と
ど
め
て
、
そ
れ
に
ふ
れ
て
お
く
こ
と
に

獨
孤
及
、
梁
粛
を
あ
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
は
ず
で
あ
る
。

す
る
。
韓
柳
の
古
文
完
成
期
を
古
文
運
動
の
第
三
期
と
す
れ
ば
、
そ
れ
以
前
の
古
文
形
成
過
程
は
第
一
期
と
第
二
期
に
わ
け
て
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
期
に
は
安
史
の
乱
の
共
有
経
験
を
も
と
に
し
て
時
代
情
況
の
復
興
を
志
し
た
中
小
地
主
層
出
身
の
官
人
文

学
者
の
グ
ル
ー
プ
・
李
華
、
爾
頴
士
、
顔
真
卿
、
賣
至
、
獨
孤
及
、
そ
れ
に
蘇
源
明
、
元
結
が
い
て
古
文
の
駒
を
す
す
め
て
い
る
。

第
二
期
に
入
る
と
、
安
史
の
乱
体
験
を
も
た
な
い
世
代
が
担
い
手
と
な
る
が
、
第
一
期
の
古
文
運
動
の
モ
チ
ー
フ
を
踏
え
て
、
そ
の

意
義
を
積
極
的
に
継
承
し
直
接
に
韓
愈
に
運
動
を
ひ
き
わ
た
す
官
人
文
学
者
の
群
が
輩
出
す
る
。
韓
愈
の
兄
の
韓
會
、
そ
の
僚
友
の

梁
粛
を
中
心
に
沈
既
済
、
徐
岱
、
李
観
、
爾
存
等
が
肩
を
な
ら
べ
て
古
文
を
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
中
で
も
、

も
っ
と
も
傑
出
し
た
古
文
家
で
あ
る
李
華
、
爾
頴
士
、
獨
孤
及
、
梁
粛
の
存
在
は
韓
愈
の
唐
代
文
学
評
価
の
視
野
か
ら
完
全
に
切
り

お
と
さ
れ
て
い
て
、
今
日
に
残
る
資
料
で
は
、
元
結
、
李
観
は
別
と
し
て
、
よ
り
力
の
微
弱
な
古
文
家
と
み
ら
れ
る
蘇
源
明
が
、
単

に
先
駆
者
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
陳
子
昂
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
ど
う
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
旧
唐
書
巻
一
六
〇

の
韓
愈
伝
に
よ
る
と
、
「
愈
自
ら
孤
子
を
以
て
、
幼
く
し
て
刻
苦
し
て
儒
を
学
び
、
奨
動
を
侯
た
ず
。
大
暦
貞
元
の
間
、
文
学
多
く
古

学
を
尚
び
、
楊
雄
、
董
仲
舒
の
述
作
に
効
う
。
し
こ
う
し
て
獨
孤
及
、
梁
粛
は
最
も
淵
奥
と
称
せ
ら
れ
、
儒
林
に
推
重
せ
ら
る
。
愈

は
其
の
徒
に
従
っ
て
滸
び
、
鋭
意
鑽
仰
し
て
自
ら
一
代
に
振
わ
ん
と
欲
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
元
結
を
と
り
あ
げ
れ
ば
、
当
然
こ
の

に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
二
人
と
と
も
に
李
、
爾
ま
で
も
切
り
落
し
た
韓
愈
の
偏

向
性
の
意
図
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
黄
雲
眉
氏
の
「
韓
愈
柳
宗
元
文
学
評
価
」
に
「
陳
寅
烙
先
生
が
韓
愈
を
論
じ
た
の

を
読
む
」
と
題
す
る
批
判
論
文
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
黄
雲
眉
氏
は
李
華
、
癖
頴
士
、
梁
粛
、
獨
孤
及
が
仏
教
と
か
か
わ

り
が
あ
っ
た
事
実
を
論
証
し
、
こ
れ
ら
の
古
文
家
を
ひ
と
し
な
み
に
攘
夷
思
想
の
所
有
者
だ
と
み
る
陳
寅
烙
氏
に
反
論
を
加
え
て
い

韓
愈
に
お
け
る
発
憤
著
書
の
説
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る
。
韓
愈
が
頑
固
な
ほ
ど
一
貫
し
て
排
撃
し
つ
づ
け
た
も
の
に
仏
教
が
あ
る
こ
と
は
さ
き
に
述
べ
た
。
「
孟
東
野
を
送
る
の
序
」
で
‘

古
文
家
評
価
の
視
野
か
ら
こ
の
傑
出
し
た
四
人
の
古
文
家
が
消
去
さ
れ
た
の
は
、
彼
ら
が
仏
教
信
者
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
す
れ
ば
、

か
く
も
韓
愈
の
文
学
史
観
は
は
じ
め
か
ら
偏
向
性
に
み
ち
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

も
と
も
と
、
平
ら
か
な
ら
ざ
る
も
の
が
す
ぐ
れ
た
文
学
を
生
む
と
い
う
不
平
の
文
学
論
そ
れ
自
体
が
、
文
学
創
造
の
す
べ
て
の
動

機
で
は
あ
り
え
な
い
は
ず
な
の
に
、
そ
れ
が
す
べ
て
で
あ
る
か
の
よ
う
に
発
想
す
る
韓
愈
は
自
己
体
験
を
固
執
す
る
偏
向
性
の
顕
現

者
い
が
い
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。
こ
の
徹
底
し
た
偏
向
性
の
固
執
を
韓
愈
が
必
要
と
し
た
ほ
ど
に
、
唐
代
の
文
学
は
ま
だ
魏
晋
六

朝
文
学
の
余
風
を
脱
却
し
き
れ
な
い
で
い
た
。
そ
れ
は
、
単
に
先
秦
以
前
の
経
典
の
文
章
を
学
び
、
秦
漠
の
文
体
を
そ
の
ま
ま
中
唐

に
お
い
て
復
活
さ
せ
る
こ
と
ぐ
ら
い
で
は
、
ど
う
に
も
く
ず
せ
な
い
文
学
情
況
で
あ
っ
た
。
韓
愈
の
文
章
に
は
中
国
語
の
リ
ズ
ム
を

充
分
に
活
用
し
た
六
朝
の
馴
文
の
エ
キ
ス
を
否
定
的
に
摂
取
し
た
痕
跡
が
あ
る
。
「
后
山
詩
話
」

「
杜
の
詩
は
法
な
り
、
韓
の
文
は
法
な
り
。
詩
文
そ
れ
ぞ
れ
臆
有
り
。
韓
は
文
を
以
て
詩
と
為
す
、
杜
は
詩
を
以
て
文
と
為
す
。
故

⑤
 

に
エ
ま
ざ
る
の
み
」
と
い
う
黄
庭
堅
の
評
語
を
引
い
て
い
る
が
、
そ
の
批
評
の
ご
と
く
、
韓
愈
の
散
文
は
簡
潔
に
し
て
要
を
得
た
秦

漠
期
の
文
体
を
基
幹
と
し
な
が
ら
も
た
く
ま
ず
し
て
詩
的
な
リ
ズ
ム
を
内
在
さ
せ
て
い
て
、
は
り
の
あ
る
独
特
の
散
文
体
を
ね
り
あ

げ
て
い
る
。
そ
こ
に
ゆ
ら
ぐ
こ
と
の
な
い
独
創
家
の
み
の
知
る
確
信
が
あ
り
、
そ
れ
が
彼
の
偏
向
性
を
さ
さ
え
て
、
ゆ
ず
る
こ
と
の

韓
愈
に
「
劉
正
夫
に
答
う
る
の
書
」
が
あ
り
、

い
ま
こ
の
書
簡
が
い
つ
ご
ろ
書
か
れ
た
も
の
か
つ
ま
び
ら
か
で
は
な
い
が
、
韓
愈

の
文
学
思
想
を
知
る
う
え
に
重
要
な
資
料
の
―
つ
で
あ
る
。
こ
の
な
か
に
韓
愈
の
文
学
史
観
が
あ
ら
わ
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
「
孟
東

野
を
送
る
の
序
」
の
八
不
平
の
文
学
＞
論
と
か
か
わ
っ
て
く
る
の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
少
し
く
考
え
て
み
た
い
。

な
い
文
章
改
革
へ
の
情
熱
と
な
っ
て
持
続
す
る
こ
と
に
な
る
。

宋
人
の
陳
師
道
は

の
な
か
で
、
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韓
愈
に
お
け
る
発
憤
著
書
の
説

夫
れ
百
物
の
朝
夕
に
見
る
所
の
者
は
人
皆
注
視
せ
ず
。
其
の
異
な
る
者
を
観
る
に
及
ん
で
、
則
ち
共
に
観
て
之
を
言
う
。
夫
れ

文
は
登
に
是
に
異
な
ら
ん
や
。
漠
朝
の
人
は
能
く
文
を
為
ら
ざ
る
は
莫
し
。
独
り
司
馬
相
如
、
太
史
公
、
劉
向
、
楊
雄
の
み
は
之

を
為
り
て
最
れ
た
り
。
然
ら
ば
則
ち
功
を
用
い
る
こ
と
の
深
き
者
は
名
を
収
む
る
や
遠
か
な
り
。
若
し
皆
世
と
沈
浮
し
、
自
ら
樹

立
せ
ざ
れ
ば
、
当
時
の
怪
む
所
と
な
ら
ざ
る
と
雖
も
、
亦
た
必
ず
後
世
に
こ
れ
博
わ
る
こ
と
な
き
な
り
。

足
下
の
家
中
の
百
物
皆
頼
く
し
て
用
あ
る
な
り
。
然
る
に
珍
愛
す
る
所
の
者
は
必
ず
非
常
の
物
な
り
。
夫
れ
君
子
の
文
に
於
け

っ
と

こ
れ

る
や
登
に
是
に
異
な
ら
ん
や
。
今
、
後
進
の
文
を
為
る
に
、
能
く
深
く
探
ぐ
り
て
力
め
て
之
を
取
り
、
古
の
聖
賢
の
人
を
以
て
法

ぜ

と
為
せ
ば
、
未
だ
必
ず
し
も
皆
是
な
ら
ず
と
雖
も
、
も
し
司
馬
相
如
、
太
史
公
、
劉
向
、
楊
雄
の
徒
の
出
ず
る
こ
と
有
ら
ば
、
必

し
た
が

ず
此
に
よ
り
て
、
常
に
循
う
の
徒
に
よ
ら
ず
。
も
し
聖
人
の
道
は
文
を
用
い
ざ
れ
ば
則
ち
已
む
。
用
い
る
と
き
は
則
ち
必
ず
其
の

能
く
す
る
者
を
尚
ぶ
。
能
く
す
る
者
と
は
他
に
非
ず
、
能
く
自
ら
樹
立
し
、
因
循
せ
ざ
る
者
是
な
り
。
文
字
有
り
て
来
、
誰
か
文

を
為
ら
ざ
ら
ん
や
。
然
る
に
其
の
今
に
存
す
る
者
は
必
ず
能
く
す
る
者
な
り
。

漠
代
の
文
学
の
最
高
峰
に
立
つ
文
学
者
と
し
て
司
馬
相
如
、
太
史
公
、
楊
雄
を
あ
げ
る
の
は
、
「
孟
東
野
を
送
る
の
序
」
で
あ
っ
た

が
、
こ
こ
で
は
こ
の
三
人
に
劉
向
を
加
え
て
い
る
点
が
異
っ
て
い
る
。
八
彼
等
が
文
章
に
深
く
工
夫
を
こ
ら
し
た
か
ら
そ
の
名
磐
が

は
る遠

か
に
及
ん
だ
の
で
あ
り
、
も
し
彼
等
が
世
の
俗
流
と
浮
沈
を
と
も
に
し
て
自
立
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
そ
う
は
な
ら
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
物
に
し
て
も
、
そ
れ
が
珍
重
さ
れ
愛
翫
さ
れ
る
の
は
そ
れ
が
常
な
ら
ざ
る
物
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
が
、
文
章
と

て
お
な
じ
で
あ
る
。
古
代
の
聖
人
賢
者
の
心
を
も
っ
て
文
章
の
心
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
そ
の
聖
賢
の
道
に
し
て
も
文
章
表
現

が
な
け
れ
ば
ど
う
し
ょ
う
も
な
い
。
文
学
に
堪
能
な
者
は
従
来
の
因
循
な
文
章
法
則
に
よ
る
こ
と
な
く
、
卓
然
と
し
て
み
ず
か
ら
樹

立
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
＞
と
、
韓
愈
は
文
章
表
現
に
お
け
る
独
異
性
と
作
家
と
し
て
の
自
立
性
を
あ
ら
た
め
て
強
調
す
る
。
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世
の
俗
流
と
浮
沈
を
と
も
に
し
て
安
き
に
つ
く
こ
と
を
拒
絶
す
る
文
学
者
の
気
慨
が
、
な
が
い
歴
史
的
時
間
と
い
う
巨
視
的
な
展
望

を
包
摂
す
る
こ
と
で
、
こ
こ
に
ふ
き
だ
し
て
い
る
感
が
あ
る
。
文
章
表
現
が
近
視
眼
的
に
俗
流
と
の
結
托
を
は
か
る
か
ぎ
り
、
そ
れ

は
歴
史
的
時
間
に
耐
え
ら
れ
な
い
と
す
る
確
信
で
あ
る
。
そ
の
確
信
を
勇
気
づ
け
る
よ
う
に
、
そ
の
時
の
韓
愈
の
脳
裏
を
去
来
し
た

の
は
、
孔
子
の
「
言
は
ず
ん
ば
誰
か
其
の
志
を
知
ら
ん
。
言
の
文
無
き
は
行
わ
れ
て
遠
か
ら
ず
」
（
左
伝
襄
公
二
十
五
年
）
と
い
う
こ

と
ば
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
乎
ら
か
な
ら
ざ
る
も
の
が
内
に
あ
る
た
め
に
文
学
と
し
て
善
＜
嗚
る
こ
と
と
、
文
章
表
現
に
深
く
工
夫

を
こ
ら
す
こ
と
は
韓
愈
の
文
学
に
と
っ
て
二
者
択
一
の
も
の
で
な
か
っ
た
。
こ
の
二
者
は
背
理
す
る
こ
と
な
く
一
次
元
に
統
一
さ
れ

ね
ば
歴
史
的
時
間
に
耐
え
ら
れ
ぬ
も
の
と
し
て
韓
愈
は
文
学
を
観
念
し
て
い
た
。
古
の
聖
賢
の
正
統
な
思
想
が
断
絶
し
て
い
る
今
、

そ
れ
を
継
承
し
ょ
う
と
す
る
志
が
俗
流
と
異
な
る
文
体
の
な
か
で
息
づ
く
こ
と
で
、
独
創
的
な
文
章
世
界
を
構
築
で
き
る
と
い
う
確

信
が
な
け
れ
ば
、

か
か
る
発
言
は
不
可
能
で
あ
る
。

韓
愈
が
確
信
に
み
ち
て
い
る
の
は
現
実
に
た
の
む
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
で
は
な
い
。
た
し
か
に
、
孟
郊
が
い
て
張
籍
、
李
翻
が
韓

愈
の
志
す
文
学
の
道
に
共
嗚
し
、
同
友
と
し
て
後
輩
と
し
て
つ
づ
い
て
い
る
し
、
そ
れ
は
ま
た
李
華
‘
i粛
頴
士
、
蘇
源
明
、
元
結
、

獨
孤
及
、
韓
會
、
梁
粛
、
爾
存
な
ど
の
先
覚
者
が
歩
き
踏
み
し
め
、
少
し
、
‘
つ
つ
開
拓
し
て
き
た
道
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
韓
愈
が
自

信
を
も
っ
て
世
に
と
う
た
作
品
が
世
俗
に
い
れ
ら
れ
ず
、
却
っ
て
彼
自
身
が
あ
き
た
ら
ぬ
と
考
え
る
表
現
が
よ
し
と
さ
れ
る
文
学
情

況
の
な
か
で
、
や
は
り
そ
の
道
は
細
く
そ
の
ゆ
く
て
は
け
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。

た
の
む
と
こ
ろ
の
な
い
道
に
あ
っ
て
、
韓
愈
が

寂
莫
で
あ
り
孤
独
な
た
た
か
い
を
自
覚
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
の
自
覚
が
韓
愈
の
内
部
に
産
み
お
と
し

た
文
学
思
想
が
発
憤
著
書
の
説
で
あ
り
、
不
平
の
文
学
論
で
あ
り
、
又
、
愁
思
の
美
学
で
あ
っ
た
。

「
孟
東
野
を
送
る
の
序
」
を
書
い
て
ま
も
な
く
、
韓
愈
は
監
察
御
史
の
職
に
あ
っ
て
、
京
師
の
手
・
李
実
の
暴
政
を
弾
劾
し
た
た
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韓
愈
に
お
け
る
発
憤
著
書
の
説

め
に
忌
避
さ
れ
、
貞
元
一
九
年
（
八
0
三
）
の
冬
に
陽
山
の
令
に
左
遷
さ
れ
、
さ
ら
に
翌
々
年
の
永
貞
元
年
（
八
0
五
）
の
秋
に
江
陵
府

ゆ
く
李
巽
に
あ
て
た
書
簡
．

の
法
曹
参
軍
事
に
遷
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
地
で
、
荊
南
節
度
使
・
斐
均
と
湖
南
節
度
使
・
楊
憑
と
が
唱
和
し
た
詩
集
に
韓
愈
が
も
と

め
ら
れ
て
書
い
た
序
文
に
、
「
荊
渾
唱
和
詩
に
序
す
」
が
あ
る
。
そ
の
な
か
で
韓
愈
は
、
「
夫
れ
和
平
の
音
は
淡
薄
な
る
も
、
愁
思

お

こ

つ

ね

の
盤
は
要
妙
な
り
。
識
愉
の
辞
は
エ
み
な
り
難
き
も
、
窮
苦
の
言
は
好
く
な
り
易
し
。
是
の
故
に
文
章
の
作
る
や
恒
に
覇
旅
草
野
に

発
せ
ら
る
。
王
公
貴
人
の
気
満
ち
志
得
し
が
若
き
に
至
っ
て
は
性
と
し
て
能
＜
之
を
好
む
に
あ
ら
ず
」
と
の
べ
て
い
る
。
文
章
が
謁

旅
草
野
に
あ
り
て
生
れ
る
の
は
、
そ
こ
に
窮
苦
愁
思
の
磐
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
王
公
貴
族
の
サ
ロ
ン
の
よ
う
に
満
ち
た
り
た
環
境

か
ら
は
要
妙
な
愁
思
の
磐
は
発
生
し
な
い
と
韓
愈
は
み
る
。
愁
思
の
聾
を
要
妙
だ
と
す
る
美
意
識
に
は
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
発
憤

著
書
の
説
、
不
平
の
文
学
論
と
同
根
異
相
の
発
想
が
あ
る
。

こ
の
三
位
一
体
と
も
い
え
る
韓
愈
の
文
章
美
学
は
彼
が
若
き
日
に
文
学
に
志
を
む
け
た
と
き
か
ら
す
で
に
抱
懐
さ
れ
て
い
た
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
次
に
あ
げ
る
永
貞
元
年
（
八
0
五
）
、
江
陵
府
に
あ
っ
た
韓
愈
が
江
西
観
察
使
よ
り
兵
部
侍
郎
に
栄
転
し
て

た
て
ま
つ

「
兵
部
侍
郎
に
上
る
の
書
」
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

愈
少
く
し
て
鄭
鈍
、
時
事
に
通
暁
せ
ず
。
家
貧
し
く
自
活
す
る
に
足
ら
ず
。
挙
に
応
じ
て
官
を
覚
む
る
こ
と
凡
そ
二
十
年
な

り
。
薄
命
不
幸
に
し
て
や
や
も
す
れ
ば
識
謗
に
邁
い
、
寸
を
進
め
ば
尺
を
退
き
、
卒
に
成
る
所
無
し
。
性
は
も
と
も
と
文
学
を
好

き

わ

む
。
困
厄
悲
愁
す
る
に
告
語
す
る
所
無
き
に
因
っ
て
、
遂
に
紐
博
史
記
百
家
の
説
を
究
窮
め
、
訓
義
に
沈
潜
し
句
讀
を
反
複
し
、

事
業
を
聾
磨
し
て
文
章
に
奮
発
す
。

幼
い
日
に
父
母
と
死
別
し
た
の
ち
、
自
分
の
養
育
に
あ
た
っ
て
く
れ
た
兄
を
な
く
し
た
韓
愈
は
、

所
無
き
」
状
態
で
あ
っ
た
。
も
と
も
と
文
学
好
き
で
あ
っ
た
韓
愈
が
自
分
の
く
る
し
み
や
悲
し
み
を
訴
え
る
対
象
を
拒
否
さ
れ
て
か

「
困
厄
悲
愁
し
て
も
告
語
す
る
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が
た
＜
韓
愈
の
な
か
に
形
成
さ
れ
、

ら
は
、
経
書
と
そ
れ
を
解
釈
し
た
伝
、
史
書
及
び
諸
子
百
家
の
説
を
読
み
あ
さ
り
、
そ
こ
に
指
し
し
め
さ
れ
た
教
え
を
か
い
く
ぐ

り
、
そ
れ
ら
の
古
典
的
な
文
章
表
現
の
様
式
を
反
復
頑
味
す
る
こ
と
で
、
自
分
を
文
学
に
発
奮
さ
せ
た
と
語
っ
て
い
る
の
は
真
実
で

あ
ろ
う
。
こ
の
状
態
は
自
活
を
も
と
め
て
官
途
を
め
ざ
し
科
挙
の
試
に
あ
げ
ら
れ
た
と
き
に
終
っ
た
の
で
は
な
い
。
こ
の
書
簡
を
兵

部
侍
郎
に
た
て
ま
つ
っ
た
韓
愈
は
す
で
に
三
八
歳
に
な
っ
て
い
た
が
、
い
ま
だ
一
介
の
地
方
官
に
す
ぎ
な
い
。
科
挙
の
試
に
合
格
し

て
、
ひ
き
つ
づ
き
博
学
鴻
詞
科
に
失
敗
し
て
か
ら
十
年
来
、
幼
少
期
に
あ
っ
た
「
困
苦
悲
愁
し
て
告
語
す
る
」
対
象
さ
え
な
い
状
態

は
か
た
ち
を
変
え
て
つ
づ
い
て
い
る
。
こ
の
書
簡
も
叉
そ
の
不
遇
の
状
態
を
訴
え
る
こ
と
で
あ
て
の
な
い
聞
達
を
求
め
る
手
段
で
あ

か
か
る
韓
愈
に
と
っ
て
困
苦
悲
愁
の
内
面
を
告
語
す
る
対
象
が
の
こ
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
文
章
表
現
以
外
に
な
か
っ
た
は
ず
で

あ
る
。
当
世
の
俗
流
文
学
と
結
托
す
る
こ
と
な
く
、
不
遇
で
あ
っ
て
も
歴
史
の
審
判
を
ま
つ
気
慨
で
も
っ
て
独
自
の
文
章
表
現
に
、

韓
愈
は
作
家
と
し
て
の
行
動
を
賭
け
続
け
る
。
人
間
が
困
苦
悲
愁
を
な
め
て
内
に
平
ら
か
な
ら
ざ
る
も
の
を
も
っ
と
き
、
は
じ
め
て

す
ば
ら
し
い
音
色
を
か
な
で
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
発
憤
著
書
の
説
、
そ
の
な
か
に
こ
そ
要
妙
の
美
が
結
晶
す
る
と
み
る
愁
思
の

美
学
が
、
韓
愈
の
文
学
思
想
と
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
む
し
ろ
当
然
す
ぎ
る
ぐ
ら
い
当
然
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
博
学
鴻
詞
科

の
試
に
失
敗
し
て
か
ら
元
和
元
年
（
八
0
六
）
の
六
月
に
権
知
国
子
博
士
と
な
っ
て
待
望
の
中
央
政
府
の
官
僚
に
復
帰
す
る
ま
で
の
不

遇
不
平
の
苦
渋
に
み
ち
た
十
年
余
の
間
、
云
い
換
え
れ
ば
韓
愈
の
二
六
、
七
歳
か
ら
三
九
歳
に
か
け
て
徐
々
に
で
は
あ
る
が
、
ぬ
き

⑥
 

つ
い
に
確
信
さ
れ
て
き
た
美
意
識
で
あ
り
文
学
思
想
で
あ
っ
た
。

註
①
李
華
の
「
贈
證
部
尚
書
清
河
孝
公
祖
汚
序
」
に
「
夫
子
文
章
、
恨
商
博
焉
。
恨
商
没
、
而
孔
仮
、
孟
詞
作
。
蓋
六
経
之
遺
也
。
屈
平
宋
玉
哀
而

る。
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傷
、
靡
而
不
返
、
六
癌
之
道
逝
突
。
」
（
全
唐
文
巻
三
一
四
）
と
あ
り
、
韓
會
の
「
文
衡
」
に
「
論
其
始
則
経
制
之
道
老
荘
離
之
、
比
諷
之
文

屈
宋
離
之
、
記
述
之
骰
遷
固
敗
之
。
」
（
新
刊
五
百
家
注
音
辮
昌
黎
文
集
培
韓
文
類
譜
第
八
王
蛭
韓
會
博
引
）
と
あ
る
。

②
太
田
次
男
氏
の
「
韓
愈
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
—
特
に
そ
の
官
人
生
活
を
中
心
と
し
て
—
（
斯
文
道
文
庫
論
集
第
一
輯
）

③
柳
宗
元
の
「
石
背
先
友
記
」
は
父
親
柳
鎮
を
顕
頌
す
る
た
め
に
、
そ
の
墓
碑
の
背
面
に
す
ぐ
れ
た
友
人
の
略
伝
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

そ
こ
に
「
梁
粛
安
定
人
、
最
能
為
文
、
以
補
闘
修
侍
皇
太
子
、
卒
贈
橙
部
侍
郎
」
及
び
「
韓
會
昌
黎
人
、
善
清
言
有
文
章
名
最
高
、
然
以
故
多

謗
、
至
起
居
舎
郎
、
貶
官
卒
。
弟
愈
文
益
奇
」
（
増
廣
註
繹
音
辮
唐
柳
先
生
巻
十
二
）
の
記
事
が
あ
る
。

④
黄
雲
眉
氏
の
「
韓
愈
柳
宗
元
文
学
評
価
」
（
山
東
人
民
出
版
社
版
）
の
85
頁
か
ら
86
頁
を
参
照
。

⑤
陳
師
道
の
「
后
山
詩
話
」
に
「
黄
魯
直
云
杜
之
詩
法
出
審
言
、
旬
法
出
庚
信
、
但
過
之
爾
。
杜
之
詩
法
、
韓
之
文
法
。
詩
文
各
有
骸
、
韓
以
文

為
詩
、
杜
以
詩
為
文
。
故
不
工
爾
」
（
適
園
叢
書
、
後
山
先
生
集
巻
廿
八
）
と
記
る
さ
れ
て
い
る
。

⑥
こ
の
小
論
は
「
韓
愈
の
表
現
論
」
と
題
す
る
論
文
構
想
の
一
部
で
あ
る
。

韓
愈
に
お
け
る
発
憤
著
書
の
説

（
一
九
四
七
・
―
-
．
一
四
・
脱
稿
）
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