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杜
牧
と
韓
愈
と
の
關
係

愛

甲

弘

志

㌧

一
般
に
、
杜
牧
(八
〇
三
～
八
五
三
)は
、
晩
唐
の
文
人
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
彼
に
は
、
中
唐
の
大
詩
人
白
居
易
(七
七
二
～
八
四
六
)

・
韓
愈

(
七
六
八
～
八
二
四
)
・
柳
宗
元

(
七
七
三
～
八
一
九
)
ら
と
時
代
を
同
じ
く

し
た
時
期
が
あ
り
、
嚴
密
に
は
中
唐
か
ら
晩
唐

へ
と

文
壇
が
流
れ
移
る
そ
の
端
境
期
に
生
き
た
人
物
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。
そ
の
よ
う
な
時
代
に
生
き
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
杜
牧
は
、
こ
れ

ら

の
大
詩
人
達
か
ら
直
接
的
に
と
言

っ
て
よ
い
ほ
ど
何
ら
か
の
形
で
影
響
を
受
け
得
る
可
能
性
を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
持

っ
て
お
り
、
杜
牧

と
中
唐
詩
人
と
の
關
わ
り
は
、
杜
牧
の
文
學
を
形
成
す
る
上
で
決
し
て
看
過
せ
な
い
問
題
と
な

っ
て
き
て
い
る
。
特
に
、
杜
牧
と
韓
愈

と

の
關
係
は
・
こ
れ
ま
で
多
く
の
論
者
に
よ

っ
て
そ
の
深
い
關
聯
性
を
指
摘
し
問
題

に
さ
れ
つ
づ
け
て
き
た
が
、

よ
か
し
、
十
分
に
納

得

で
き
る
結
論
を
み
な
い
。
そ
こ
で
、
私
は
、
こ
れ
ま
で
の
論
者
が
取

っ
て
い
る
方
法
、

つ
ま
り
、
杜
牧
と
韓
愈
と
を
密
接
に
結
び
つ

け
よ
う
と
す
る
・
い
わ
ぽ
正
の
關
係
を
延
長
的

に
考
え
た
後
で
そ
れ
と
は
逆
に
、
む
し
ろ
、
杜
牧
と
韓
愈
と
の
間

に
横
た
わ
る
相
違
點

に
留
意
し
な
が
ら
爾
者
に
お
け
る
負
の
關
係
を
も
考
え
て
み
た
い
。

杜
牧
と
韓
愈
と
の
關
係

(愛
甲
弘
志
)
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從
來
、
杜
牧
と
韓
愈
と
の
關
係
を
論
じ
る
場
合
に
、
け

っ
し
て
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
資
料
が
あ
る
。
次
に
掲
げ
る
二
つ
の
詩
が

そ
れ
で
あ
る
。韓

杜
の
集
を
讀
む

杜
詩
韓
集
愁
來
讀

似
情
麻
姑
痙
塵
掻

天
外
鳳
園
誰
得
髄

無
人
解
合
續
弦
膠

杜
詩
韓
集
愁
ひ
來
た
り
て
讀
む

麻
姑
を
情
ひ
て
疲
庭
を
掻
く
に
似
た
り

天
外
鳳
風
誰
か
髄
を
得
た
る

人
の
續
弦
膠
を
合
す
る
を
解
す
る
無
し

(
…奨
川
文
集

巻
二
)

こ
の
詩
か
ら
、
杜
甫
の
詩

・
韓
愈
の
文
に
封
す
る
杜
牧
の
絶
賛
ぶ
り
が
窺
わ
れ
る
し
、
次
の
詩
か
ら
も
同
様
に
、
杜
牧
の
韓
愈

へ
の

評
償
の
高
さ
が
讀
み
と
ら
れ
る
。

冬
至
日
、
小
姪
阿
宜
に
寄
す
る
の
詩

李
杜
迂
浩
浩

韓
柳
摩
蒼
蒼

近
者
四
君
子

李
杜
浩
浩
に
涯
か
び

韓
柳
蒼
蒼
に
摩
す

近
ご
ろ
四
君
子



與
古
争
強
梁

古
と
強
梁
を
争
ふ

(焚
川
文
集
巻

一
)

こ
の
詩
も
、
「李
杜
」
「
韓
柳
」
と
並
稻
し
て
い
る

こ
と

か
ら
、
詩

に
お
け

る

「李
白

・
杜
甫
」
、
散
文
に
お
け
る

「
韓
愈

・
柳
宗

元
」
の
債
値
を
認
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

彼
ら
李
白

・
杜
甫

・
韓
愈

・
柳
宗
元
の
四
人
に
封
す
る

(杜
牧
の
)
許
債
に
つ
い
て
、荒
井
健
氏
は
、
そ
の
著

『
杜
牧
』
の
中
で

「
詩

に
お
け
る
李
杜
、
散
文
に
お
け
る
韓
柳
、
現
在
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
で
唐
代
を
代
表
す
る
文
學
と
し
て
、
だ
れ
知
ら
ぬ
も

の
な
き
大

き
な
名
前
に
な

っ
て
い
る
が
、
杜
牧
の
時
代
に
は
決
し
て
そ
う
で
は
な
か

っ
た
。
特
に
韓
柳
は
評
償
未
確
定
の
、
杜
牧
に
と

っ
て
は
ま

さ
に
現
代
の
文
學
だ

っ
た
の
だ
。
そ
れ
ら
を
古
代
の
偉
大
な
傳
統

に
つ
ら

な
る
も

の
と
よ
て
逸
早
く
絶
封
的
な
地
位
を
み
と
め
た
點

注
①

は
、
た
よ
か
に
慧
眼
で
あ

っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

杜
牧
が
、
詩
に
お
け
る

「
李
白

・
杜
甫
」
、散
文
に
お
け
る

「韓
愈

・
柳
宗
元
」
を
便
値
あ
る
人
物
と
よ
て
評
債
し
て
い
た
こ
と
は
、

市
野
澤
寅
雄
氏
の

『
杜
牧
』
(漢
詩
大
系
14

集
英
社
)
・
鈴
木
修

次
氏

の

『
唐
代
詩
人
論
』
(第
四
巻

「杜
牧
」
の
項

講
談
産
)
・
山
内
春

夫
氏
の

「
杜
牧
と
李
商
隠
と
の
關
係
に
つ
い
て
」
(吉
川
博
士
退
休
紀
念
中
國
文
學
論
集

筑
摩
書
房
)
・
膠
銭
氏
の

『
杜
牧
傳
』
(人
民
文
學

出
版
社

一
九
七
七
・
六
)
な
ど
の
諸
論
文
の
中
で
も
ほ
ぼ
同
様
の
見
解
が
み
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
稿
で
は
、
韓
愈
と
の
關
係
だ
け
に
焦
點
を
絞

っ
て

い
る

の
で
、
先
に
掲
げ
た
各
氏
の
杜
牧
の
韓
愈
評
贋
論
に
つ
い

て
、
更
に
整
理
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
市
野
澤
氏
の
論
文
は
、
「献
詩
啓
」
(焚
川
文
集
巻
十
六
)
の
次
の
部
分
を
學
げ
て
い
る
。
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中
國
文
學
論
集

第
十
號

某
苦
心
し
て
詩
を
爲
り
、
本
高
絶
を
求
め
て
、
奇
麗
に
務
め
ず
、
習
俗
に
渉
ら
ず
、
今
な
ら
ず
古
な
ら
ず
、
中
間
に
庭
る
。

そ
し
て
市
野
澤
氏
は
、
こ
の
文
で
言
う
と
こ
ろ
の

「本
高
絶
を
求
め
て
」
が
、
杜
甫
を
宗
旨
と
す
る
意
味
で
あ
る
と
と
も

に
、
「高

絶
」
の
も
う

一
つ
の
着
眼
黙
が
韓
愈
に
も
あ
り
、
彼
の
詩
文
隻
方
に
つ
い
て
奪
崇
し
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
鈴
木
氏
の
論
文
は
、
杜
牧
が
韓
愈
を
高
く
買
う
の
は
、
主
要
に
は
そ

の
古
皮
に
封
し
て
で
あ

ろ
う
と
述
ぺ
、
「
答
荘
充
書
」

(奨
川
文
集
巻
十
三
)
の
次
の
部
分
を
畢
げ
て
い
る
。

凡
そ
文
を
爲
る
に
は
、
意
を
以
て
主
と
爲
し
、
氣
を
輔
と
爲
し
、
群
彩
章
句
を
以
て
之
が
兵
衛
と
爲
す
。

そ
し
て
鈴
木
氏
は
、
こ
れ
が
、韓
愈
の
古
文
の
主
張
と
ま

っ
た
く
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。さ
ら

に
鈴
木
氏
は
、詩
の
方

面
で
も
、
杜
牧
が
韓
愈

の
門
人
李
賀
の
詩
集
の
序
文
を
し
る
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、韓
愈

の
詩
に
つ
い
て
の
努
力

の
方
向
も
、
こ
れ
を
承
知
し
評
償
の
中
に
加
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
し
、詩
人
と
し
て
の
韓
愈
は
、杜
甫
の
言
語
造
型
面
に
お
け
る
縫
承

者
で
あ
り
、
詩
人
と
し
て
の
杜
牧
も
、杜
甫
ー
韓
愈
i
李
賀
の
方
向

・
系
譜
を
縫
承
し
、嚢
展
さ
せ
る
立
場
に
た

っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

さ
ら
に
山
内
氏
の
論
文
は
、
市
野
澤
氏
の
論
を
参
照
し
つ
つ
、
餅
文
を
善
く
す
る
李
商
隠
が
、
麟
文
の
定
型

の
打
破
を
め
ざ
す
古
文

を
唱
導
し
た
韓
愈
の
そ
の
文
章
を
、
極
め
て
高
く
評
債
し
賞
賛
す
る

「韓
碑
」
詩
を
作

っ
た
の
は
、
彼
が
奪
敬

し
傾
倒
し
て
い
流
杜
牧

の
詩
の
よ
り
ど
こ
ろ
が
、
韓
愈

に
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

　
鋏
氏
は
、
先
の
詩
の
他
に
資
料
を
示
し
て
は
い
な
い
が
、
杜
牧
の
古
文
と
長
篇
五
言
古
詩
は
疑
い
も
な
く
韓
愈
の
影
響
を
受
け
て

い
る
と
述
べ
て
い
る
。

以
上
、
概
略
な
が
ら
各
氏
の
杜
牧
の
韓
愈
評
償
及
び
影
響
關
係
に
つ
い
て
紹
介
し
た
が
、
要
す
る
に
杜
牧
は
、
韓
愈
を
詩
文
爾
面
に



お
い
て
、
か
な
り
崇
敬
す
べ
き
人
物
と
し
て
意
識
よ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

・
と
こ
ろ
で
、
各
氏
が
掲
げ
る
資
料
の
他
に
、
更
に
杜
牧
が
韓
愈
に
言
及
よ
て
い
る
資
料
を
見
出
す
こ
と
が
で
き

る
。
す
な
わ
ち

「池

州
造
刻
漏
記
」
(焚
川
文
集
巻
十
)
が

そ
れ

で
あ

る
。
こ
の
文
は
、
會
昌
五
年

(八
四
五
)
杜
牧
が
池
州
刺
史
の
任

に
あ

っ
た
時
の
作
で

あ

る
。

'

某
童
た
り
し
時
、
王
塵
士
年
七
十
、
常
に
某
の
家
に
來
た
る
。
大
演
数
と
雑
機
巧
と
に
精
し
く
、
地
に
泉
有

る
を
識
り
、
墾
て
ば

必
ず
湧
き
起

こ
る
。
韓
文
公
多
く
之
と
遊
ぶ
。
大
和
四
年
、
某
宣
城
よ
り
京
師
に
使
ひ
す
。
塵
士
年
九
十
に
餘
る
も
、
精
紳
衰

へ

ず
。
某
淋
下
に
拝
し
、
刻
漏

に
言
及
し
、
因
り
て
圖
し
て
之
を
授
か
る
。

、

こ
れ
は
、
杜
牧
が
池
州
に
刻
漏

(
水
時
計
)
を
作
る
に
あ

た

っ
て
、
王
易
簡
な
る
人
物
か
ら
、
そ
の
技
術
を
傳
授
し
て
も
ら

っ
た
事

を
述
べ
た
文
で
あ
る
。
こ
の
中
に
い
う
王
塵
士

(易
簡
)
な
る
人
物
に
つ
い
て
は
詳
ら
か
で
は
な
い
が
。
「
韓
文
公
多
く
之
と
遊
ぶ
」
7と

い
う
記
述
か
ら
、
韓
愈
が
、
こ
の
王
易
簡
と
よ
く
往
來
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
更
に
こ
の
文
全
體
か
ら
杜
牧
と
韓
愈
と
の

距
離
の
近
さ
が
窺
わ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
杜
牧
が
幼
童
で
あ

っ
た
時
と
は
、
こ
の
文
中
に
い
う
王
易
簡
の
年
か
ら
逆
算
す
る
な
ら
ば
口

大
和
四
年

(
八
三
〇

杜
牧
二
十
八
歳
)
よ
り
二
十
年
餘

り

以
前
の
元
和
二
、
三
年

(
八
〇
七
、
八
)
と
推
定

さ
れ
、
そ

の
時
杜
牧
は
五

歳
前
後
で
あ

っ
だ
。
こ
の
こ
ろ
韓
愈

は
と
い
え
ぽ
、

元
和
元
年
に
構
知
國
士
博
士
と
し
て
長
安
に
お
り
、
元
和
二
年

に
は
、
東
都

(洛

陽
)
に
分
司
し
、

元
和
三
年

に
は
國
子
博
士
と

し
て
長
安

に
お

り
、
元
和
四
年
と
五
年
は
洛
陽
に
、
元
和
六
年

以
降
元
恥
十
四
年
の

「論
佛
骨
表
」
を
奉

っ
て
潮
州
刺
史
に
流
さ
れ

る
ま

で
は
、
ず

っ
と
長
安
に
い
る
。
杜
牧
は
、
大
和
元
年

(
八
二
七
)
の
科
學
の
試
験

に
合
格
す
る
二
十
五
歳
ま
で
は
、
ず

っ
と
長
安

に
い
る
か
ら
、
亡
の
文
を
讀
む
恨
り
で
は
、
杜
牧
の
意
識
の
中
に
は
、
韓
愈
を
同
時
代

杜
牧
と
韓
愈
と
の
關
係

(愛
甲
弘
志
)
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中
國
文
學
論
集

第
十
號

の
人
と
考
え
る
以
上
に
、
距
離
的
に
も
か
な
り
近
い
存
在
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
と
い
え
る
。
杜
牧
が
幼
な
か

っ
た
と
は
い
え
、
王
易

簡

を
介
し
て
韓
愈
の
話
を
よ
く
聞
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
或
い
は
、
何
ら
か
の
形
で
韓
愈
と
面
識
が
あ

っ
た
こ
と
も
充
分
に
あ
り
う

る

こ
と
で
あ
る
。

禰

一
=

創
作
理
論

・
修
群
面
に
お
け
る
相
似
點

と
こ
ろ
で
、
從
來
、
杜
牧
と
韓
愈
と
の
關
係
を
論
じ
る
場
合
、
冒
頭
に
掲
げ
た

「讀
韓
杜
集
」
と

「
冬
至
日
寄
小
姪
阿
宜
詩
」
の
二

つ
の
詩
に
依

っ
て
、
杜
牧
が
韓
愈
を
高
く
評
便
し
て
い
た
と
い
う
結
論
を
導
き
出
す
の
に
重
點
を
置
き
、
實
際
に
、
杜
牧
が
、
創
作
理

論

、
或
い
は
修
僻
面

に
於
て
、
ど
の
よ
う
に
韓
愈
を
綴
承
し
發
展
さ
せ
て
い

っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
十
分
な
論
證
が
成
さ
れ
て
い

な

い
。
特
に
、
「
讀
韓
杜
集
」
や

「
冬
至
日
寄
小
姪
阿
宜
詩
」
で
韓
愈
を
稽
揚
し
て
い
る
の
は
、
韓
愈
の
散
文
を
念
頭
に
置
い
て
い
る

と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
に
も
拘
ら
ず
、
散
文
に
お
け
る
杜
牧
と
韓
愈
と
の
具
體
的
關
係
に
つ
い
て
は
、
殆
ど
説
か
れ
て
い
な
い
。
そ
こ

で
私
は
、
杜
牧
の
散
文
が
、
韓
愈
の
散
文
か
ら
且
ハ體
的
に
創
作
理
論

・
修
僻
面
に
於
て
ど
の
よ
う
な
影
響
を
受
け

て
い
る
の
か
に
つ
い

て
論
じ
て
み
た
い
。

杜
牧
の
散
文
が
韓
愈

の
散
文
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
關
し
て
は
、
從
來
、
古
文
運
動
と
の
關
わ
り
の
中
で
論
じ
ら
れ
て
お

り
、
そ
れ
が
散
文
に
お
け
る
杜
牧
と
韓
愈
と
を
つ
な
ご
う
と
す
る
唯

一
の
論
證
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
今

一
度
考
え
て
み
る
こ
と

に
す
る
。

杜
牧

の
文
學
観
を
如
實

に
示
し
て
い
る
作
品
は
、
先
に
掲
げ
た

「
答
荘
充
書
」
で
あ
る
。



某
、
荘
先
輩
の
足
下
に
白
す
。
凡
そ
文
を
爲
る
は
意
を
以
て
主
と
爲
し
、
氣
を
輔
と
爲
し
、
僻
彩
章
句
を
以
て
、
之
が
兵
衛
と
爲

す
。
未
だ
主

の
強
盛

に
し
て
、
輔

の
瓢
逸
な
ら
ざ
る
者
、
兵
衛
の
華
赫
に
し
て
荘
整
な
ら
ざ
る
者
有
ら
ず
。
四
者
高
下
圓
折
歩
駿

し
て
、
主

の
指
す
所

に
随
ふ
こ
と
、
鳥

の
鳳

に
随
ひ
、
魚
の
龍
に
随

ひ
、
師
衆
の
湯
武
に
随
ふ
が
如
く
、
天

に
縢
り
泉
に
漕
み
、

天
下
を
横
裂
し
、
意

の
如
く
な
ら
ざ
る
は
無
し
。
筍
し
く
も
意
先
に
立
た
ず
、
止
だ
文
彩
僻
句
を
以
て
、
前

に
続
り
後
に
捧
ぐ
れ

ぽ
・
是
れ
言
愈
よ
多
く
し
て
理
愈
よ
鼠
れ
、
關
闘
に
入
る
や
、
紛
紛
然
と
し
て
、
其
の
誰
な
る
か
を
知
る
莫

く
、
暮
に
散
ず
る
如

く
な
る
の
み
。
是
を
以
て
意
全
く
勝
る
者
は
、
僻
愈

よ
撲
に
し
て
文
愈
よ
高
し
。
意
勝
ら
ざ
る
者
は
、
僻
愈

よ
華
に
し
て
文
愈
よ

融
し
。
是
れ
意
は
能
く
僻
を
遣
る
も
、
僻
は
意
を
成
す
能
は
ず
。
大
抵
文
を
爲
る
の
旨
は
此
く
の
如
し
。

こ
れ
は
・
杜
牧
が
、
荘
充
な
る
人
物
か
ら
彼
の
文
集
に
序
を
書
い
て
く
れ
る
よ
う
に
頼
ま
れ
、
そ
れ
に
答
、兄
た
書
の
前
半
部
分
で
あ

る
。
こ
こ
で
、
文
を
作
る
に
あ
た

っ
て
、
内
容
を
重
ん
じ
辞
彩
章
句
は
内
容
の
次
だ
と
す
る
杜
牧
の
文
學
観
は
、
鈴
木
氏
も
論
じ
る
よ

う

に
あ
の
古
文
運
動
に
お
け
る
創
作
理
論
と
ほ
ぼ

一
致
す
る
か
に
み
え
る
。
古
文
運
動

に
つ
い
て
、
林
田
愼
之
助
茂
は
、
次

の
ご
と
く

述

べ
て
い
る
。

餅
文
は
六
朝
以
來
貴
族
官
僚
の
意
識

の
な
か
で
培
養
さ
れ
、
ね
り
あ
げ
ら
れ
て
き
た
過
度

に
修
飾
的
な
交
體

で
あ

っ
た
が
、
四
六

の
音
樂
的
な
リ
ズ
ム
と
そ
れ
が
必
然
的
に
導
く
野
偶
表
現
に
拘
束
さ
れ
、
そ
の
な
か
に
象
嵌
さ
れ
る
典
故
措
僻
の
工
夫

に
制
約
を

う
け
る
文
體
で
あ

っ
た
が
た
め
に
、
そ
れ
が
形
式
的
に
洗
練
化
さ
れ
る
に
し
た
が

っ
て
、
表
現
を
内
側
か
ら
さ
さ
、兄
る
思
想
内
容

が
空
疎
と
な
る
傾
向
が
い
ち
じ
る
し
く
目
立

っ
て
い
た
。
外
面
的
な
形
式
美

の
み
に
作
家

の
意
識
の
重
點
が

か
か
る
と
き
、
内
發

的
な
思
想

の
傳
達
が
飲
如
し
て
、
文
章
の
頽
塵
現
象
を
惹
起
す
る
の
は
當
然
で
あ

っ
た
。
安
史

の
臥
と

い
う
未
曾
有

の
動
凱
の
な

杜
牧
と
韓
愈
と
の
關
係

(愛
甲
弘
志
)
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か
で
、
荘
園
を
破
壌
さ
れ
経
濟
的
基
盤
を
失
い
つ
つ
あ

っ
た
貴
族
豪
族
出
身
の
官
僚
が
、
そ
れ
を
機
に
漸
次
官
界
か
ら
後
退
し
て

ゆ
く
傾
向
が
で
て
く
る
が
、
韓
愈

の
生
存
當
時
は
い
ま
だ
官
界
に
お
け
る
文
章
通
念
と
し
て
、
四
六
餅
騒
文
が
從
來
ど
お
り
隠
然

た
る
ち
か
ら
を
も

っ
て
君
臨
よ
て
い
た
。
安
史

の
齪
の
過
程
で
捷
頭
よ
て
き
た
新
興
地
主
層
出
身
の
文
人
官
僚
が
秦
漢
以
前
の
丈

章
表
現
を
學
び
、
駐
文

に
代
る
新
し
い
文
體
を
模
索
し
た
の
は
、
唐
王
朝

の
危
…機
感
を
切
實

に
い
だ
い
て
四
六
の
リ
ズ
ム
の
枠
組

の
な
か
に
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
士
大
夫
の
意
識
の
攣
革
を
め
ざ
よ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
そ
れ
を

「古
文
」
と
稽
す

る
が
、
そ
れ
は
秦
漢
期
の
文
章
の
復
元
模
倣
で
は
な
く
、
新
よ
い
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
文
體
の
創
造
と
確
立
を
ね
ら
い
と
す
る
も

注
②

の
で
あ

っ
た
。

'

6

へ

杜
牧
の
散
文
創
作
理
論
は
ま
さ
に
古
文
運
動

の
創
作
理
論
と

一
致
す
る
も
の
が
あ
る
と

い
え

る
。
こ
の
、
「答
荘
充
書
」
に
み
ち
れ

る
杜
牧
の
文
學
観
は
、
韓
愈

の
古
文
運
動
を
準
備
さ
せ
た
と

い
え

る
梁
粛

(七
五
三
-
七
九
三
)
の

「
補
欄
李
君
前
集
序
」

(全
唐
反
巻

五
百
十
八
)
で
述

べ
る
次
の
部
分
と
も
似
て
い
る
。

炎
漢
の
制
度
、
覇
王
の
道
を
以
て
之
に
雑
ふ
。
故
に
其
の
文
も
亦
二
つ
な
り
。
質
生

・
馬
遷

・
劉
向

.
班
固

、
其

の
文
博
厚

に
し

て
王
風
に
出
つ
る
者
な
り
。
枚
叔

・
相
如

・
揚
雄

・
張
衡
、
其
の
文
雄
富

に
し
て
覇
塗

に
出
つ
る
者
な
り
。
其

の
後

の
作
者
は
、

理
勝
れ
ば
則
ち
文
薄
く
、
文
勝
れ
ば
則
ち
理
治
ゆ
。
理
消
ゆ
れ
ぽ
則
ち
言
愈
繁
く
し
て
、
繁
け
れ
ば
則
ち
働
る
。
文
薄
け
れ
ば
則
ち

意
愈
よ
巧
に
し
て
、
巧
な
れ
ぽ
則
ち
弱
し
。
故
に
文
は
道
に
本
づ
き
、
道
を
失

へ
ぽ
之
を
傳
ふ
る
に
氣
を
以

て
し
、
氣
足
ら
ざ
れ

ぽ
則
ち
之
を
飾
る
に
餅
を
以
て
す
。
蓋
し
道
は
能
く
氣
を
兼
ね
、
氣
は
能
く
餅
を
兼
ね
、
僻
當
た
ら
ざ
れ
ぽ
則
ち
文
斯
れ
敗
る
。

こ
こ
で
、
梁
粛
が

「
故
に
文
は
道
に
本
づ
き
、
道
を
失

へ
ば
則
ち
之
を
傳
ふ
る
に
氣
を
以
て
し
、
氣
足
ら
ざ
れ
ば
則
ち
之
を
飾
る
に

80



僻
を
以
て
す
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
杜
牧
の

「
凡
そ
文
を
爲
る
は
意
を
以
て
主
と
爲
し
、
氣
を
輔
と
爲
よ
、
僻

彩
章
句
を
以
て
、
之

が
兵
衛
と
爲
す
」
と
述
べ
て
い
る
部
分
と
ほ
ぼ
封
鷹
し
て
お
り
、
言
僻
の
華
や
か
さ
よ
り
も
内
容
を
尊
ぶ
と
い
う
點
に
於
て
は
、
全
く

一
致
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
梁
粛
な
る
人
物
は
、
唐
書
巻
二
百
二
に
傳
が
あ
り
、
そ
れ
に
依
る
と
、
彼
は
、
杜
牧
の
租
父
杜
佑
に

招
か
れ
て
、
准
南
の
掌
書
記
に
な

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
時
代
的
に
は
杜
牧
と
重
な
る
も
の
で
は
な
い
が
、
杜
牧

に
と

っ
て
身
近
な
人

物
で
あ
る
の
に
は
か
わ
り
は
な
い
か
ら
、
或
い
は
杜
牧
は
、
こ
の
梁
粛
か
ら
な
ん
ら
か
の
影
響
を
受
け
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に

「
答
荘
充
書
」
、の
後
半
部
分
を
讀
ん
で
み
る
。

今
某
の
取
る
べ
き
無
き
を
以
て
、
命
じ
て
以
て
序
を
爲
さ
ん
と
欲
す
。
厚
意
を
承
當
す
る
も
、
楊
息
と
し

て
不
安
な
り
。
復
た
古

よ
り
其
の
文
に
序
す
る
者
を
観
る
に
、
皆
後
世
其
の
人
を
宗
師
と
よ
て
之
を
作
る
。
詩

・
書

・
春
秋

・
左
氏
以
降
百
家
の
説
皆
混

な
り
。
古
は
、
其

の
身
世
に
遇
せ
ら
れ
ず
ん
ぽ
、
志
を
言
に
寄
せ
言
の
後
世
に
遇
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
求
む
る
な
り
。
爾
漢
よ
り
似

來
、
富
貴
な
る
者
千
百
、
今
よ
り
之
を
観
る
に
、
聲
勢
光
明
た
る
も
の
、
敦
か
馬
遷

・
相
如

・
費
誼

.
劉
向

.
揚
雄
の
徒
の
若
く

な
ら
ん
や
。
斯
の
人
た
る
や
豊
に
當
世
に
知
ら
れ
ん
こ
と
を
求
め
ん
や
。
故
に
親
し
き
も
の
揚
子
雲
の
書
を
著
す
を
見
て
、
取
り

て
醤
甑
を
覆
は
ん
と
欲
す
。
雄
其
の
時
に
當
た
り
て
、
亦
未
だ
嘗
て
自
ら
誇
目
有
ら
ず
。

こ
の
よ
う
に
、
爾
漢
以
降
、
聲
勢
光
明
あ
る
も
の
は
、
司
馬
遷

・
司
馬
相
如

・
賞
誼

・
劉
向

・
揚
雄
で
あ
り
、
彼
ら
は
、
在
世
中
に

名
聲
を
求
め
る
よ
う
な
こ
と
は
決
し
て
し
な
か
っ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
議
論
は
韓
愈
に
も
あ
る
。
す
な
わ

ち

「答
劉
正
夫
書
」
に

は
次

の
ご
と
く
述
べ
て
い
る
。

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

て
之
を
言
ふ
。
夫
魎

杜
牧
と
韓
愈
と
の
關
係

(愛
甲
弘
志
)
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文
は
豊
に
是
に
異
な
ら
ん
や
。
漢
朝
の
人
は
能
く
文
を
爲
ら
ざ
る
は
莫
し
。
猫
だ
司
馬
相
如

・
太
史
公

・
劉
向

・
揚
雄
の
み
之
を

爲
り
て
最
た
り
。
然
ら
ば
則
ち
功
を
用
い
る
こ
と
の
深
き
者
は
、
名
を
牧
む
る
や
遠
し
。
若
し
皆
世
と
流
浮

し
、
自
ら
樹
立
せ
ざ

れ
ば
、
當
時
の
怪
し
む
所
と
爲
ら
ず
と
錐
も
、
亦
必
ず
後
世
に
之
傳
は
る
こ
と
無
し
。

(韓
昌
黎
文
集
巻
三
)

こ
の
中
、
世
の
中
と
等
し
く
浮
き
沈
み
し
て
い
た
な
ら
ば
、
後
世
に
ま
で
名
を
残
す
こ
と
は
な
か

っ
た
で
あ

ろ
う
と
言
い
、
漢
代
に

學
げ
る
べ
き
人
物
に
、
司
馬
相
如

・
司
馬
遷

・
劉
向

・
揚
雄
が
い
る
と
す
る
こ
の
韓
愈
の
論
は
、
先
に
摯
げ
た
杜
牧
の

「
答
荘
充
書
」

の
後
半
部
分
と

一
致
す
る
と

い
え
る
。

以
上
、
杜
牧
の
文
學
観
を
最
も
よ
く
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る

「答
荘
充
書
」
か
ら
、
杜
牧
と
韓
愈
と
の
關

係
を
論
じ
て
き
た
が
、

更
に

一
歩
進
め
て
從
來
個

々
の
作
品
の
上
で
の
影
響
關
係
に
つ
い
て
、
具
體
的
に
雨
者

の
相
似
點
を
指
摘
し
た
も
の
が
少
な
く
、
殊
に

杜
牧
が
韓
愈
を
高
く
評
債
す
る
の
は
、
主
に
散
文
に
封
し
て
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
に
も
拘
ら
ず
、
散
文
に
於

け
る
影
響
關
係
を
指
摘

す
る
も
の
は
全
く
な
い
。
し
た
が

っ
て
こ
こ
で
、
杜
牧
の
散
文
と
韓
愈
の
散
文
と
が
共
通
の
主
題
の
下
に
書
か
れ

て
い
る
も
の
、
ま
た

杜
牧
が
韓
愈
の
散
文
を
意
識
し
て
作

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
散
文
に
焦
點
を
し
ぼ

っ
て
論
じ
て
み
た
い
。

ま
ず
、
杜
牧
の

「
論
相
」
(簗
川
文
集
巻
五
)
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
の

「
論
相
」
は
、
そ
の
末
尾
に

「
余
讀
筍
卿
非
相
、
因
感
呂

氏

・
楊
氏
、
知
卿
爲
大
儒
　
」
と
あ
る
よ
う
に
、
『
荷
子
』
の

「非
相
篇
」
を
意
識
し
て
書
か
れ
た
も

の
で
、
人
相
に
よ

っ
て
人
を
到

断
す
る
こ
と
の
愚
か
し
さ
を
述

べ
た
も

の
で
あ

る
。
『
筍
子
』
と
い
う
書
物
は
、
元
和
十
三
年

(八
一
八
)
に
初
め
て
楊
涼
な
る
人
物

に
よ

っ
て
注
を
施
さ
れ
て
お
り
、

こ
の
時
代

の
人
の

『筍
子
』
に
野
す
る
關
心
は
高
か

っ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
韓
愈

に
も
、
「
讀
筍

舩



(子
)」
(韓
昌
黎
文
集
巻
三
)
と
い
う
文
が
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
杜
牧
の

「
論
相
」
以
前

に
も
、
人
相
に
よ

っ
て
人
を
到
断
す
る

こ
と

の

愚

か
し
さ
を
説
く
文
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
韓
愈
の

「雑
説
四
首
」
(韓
昌
黎
文
集
雀
三
巻
)
の
其
の
三
が
そ

れ
で

あ

る
。
そ
の
中
に
、

「然
則
観
貌
之
是
非
、
不
若
論
其
心
與
其
行
事
之
可
否
爲
不
失
也
」
と
あ
り
、
人
を
容
貌
に
よ

っ
て
剣
断
す
る
よ
り
は
、
そ
の
人
の
心

と
行
な
い
に
よ

っ
て
到
断
す
る
方
が
よ
い
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
韓
愈

の

「雑
説
四
首
」

の
其

の
三
と
杜
牧

の

「
論
相
」
と
の
影
響
關

係

は
、

一
概
に
論
じ
に
く
い
が
、
爾
者
共
に

『
筍
子
』
の

「
非
相
篇
」
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
は
確
實
で
あ
る
。

次
に
、
杜
牧

の

「原
十
六
衛
」

に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
の

「原
i

」
と
い
う
ス
タ
イ
ル
は
、
韓
愈

の

「
原
道
」
に
つ
い
て
、
清

水
茂
氏
が
、
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

韓
愈
が

「道
」
と
ま

っ
正
面
か
ら
取

り

組

ん
で
、
書
い
た
論
文
は
、
「原
道
」
(集
巻
十

一
)
と
名
づ
け
ら
れ
る
。
原
は
本
源
を
さ

し
、
本
來

の
意
味
に
お
け
る

「
道
」
と
は
何
か
と
い
う

こ
と
を
論
じ
た
エ
ッ
セ
イ

で
あ

る
。
韓
愈
は
、
ほ
か
に
、
「原
性
」
「
原

殿
」
「
原
人
」
「
原
鬼
」
の
原
類
と
い
わ
れ
る

一
類
が
あ
り
、
後
に
そ

れ

に
な

っ
て
、
い
ろ
い
ろ
の
作
家
が
、
「原
・:
」
と
い
う
文

を
書
い
て
い
る
。
韓
愈

に
は
原
始
的
な
形
に
こ
そ
、
眞
實
の
姿
が
あ
る
と
、
考
え
ら
れ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
眞

の
道
に
つ
い
て
の

注
③

議
論
を
、
か
れ
は

「原
道
」
と
名
づ
け
た
の
で
あ
る
。

杜
牧
が

「
原
十
六
衛
」
と
名
づ
け
た
の
も
、
十
六
衛
を
復
す
べ
き
こ
と
を
説
か
ん
が
爲
に
、
晴
代
ま
で
に
そ
の
源
を
求
め
て
い
る
か

ら
で
あ
り
、
韓
愈

の

「
原
ー
」
と
題
し
た

一
連
の
作
品
と
趣
旨
は
全
く
同
じ
で
、
杜
牧
が
、
韓
愈
の
ス
タ
イ
ル
を
倣

っ
て
い
る
の
は
明

ら
か
で
あ
る
。
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三

杜
牧
と
韓
愈
と
の
相
違
點

こ
れ
ま
で
私
は
・
杜
牧
と
韓
愈
と
の
關
係
に
つ
い
て
、
從
來
の
論
者
が
説
い
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
爾
者
を
密
接

に
結
び
り
け
よ
う

と
す
る
方
向
で
考
え

て
き

た
。
確
か
に
、
「
冬
至
日
寄
小
姪
阿
宜
詩
」
や

「讀
韓
杜
集
」
の
中
で
、
杜
牧
が
韓
愈
を
高
く
評
債
し
て
い

る
よ
う
に
・
幾
つ
か
の
韓
愈
か
ら
の
影
響
關
係
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
杜
牧
の
思
想
の
根
底
に
は
、
究
極
的
轟

愈
か
ら
の

文
學
的
・
思
想
的
受
容
を
拒
否
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
杜
牧
と
韓
愈
と
の
影
響
關
係

を
よ
り
い
っ
そ
う

明
確
に
す
る
た
め
雨
者

の
相
違
點
を
指
摘
す
る
員

の
關
係
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
い
。

杜
牧
に
は
、
経
世
家
、
或
い
は
歴
史
家
と
し
て
の
自
貢
が
あ

っ
た
。

僕
、
元
和
よ
り
巳
來
・
以
て
含

に
至
る
ま
で
、
其

の
見
聞
す
る
所
は
、
名
公
才
人
の
論
討
す
る
所
、
典
刑
制
度
、
征
伐
藷

な

り
。
其
の
當
時
を
考

へ
、
前
古
に
参
じ
、
能
く
忘
失
せ
ず
し
て
思
念
し
、
亦
た
以
て

一
家

の
事
業
と
爲
す
べ
し
。

(奨
川
文
集
巻
十
三

「上
池
州
李
使
君
書
」)

こ
の

「
上
池
州
李
使
君
書
」
覧

ら
れ

る
杜
牧
の
経
世
家
、
歴
史
家
と

よ
て

の
自
員
は
、
實
際
に
、
時
の
朝
廷
の
認
め
る
所
で
あ

り
・
「上
李
太
尉
北
邊
事
啓
」
(『奨
川
文
集
』
巻
+
六
)
や

「
上
李
司
徒
相
公
論
用
兵
書
」
(同
巻
十
一
)
な
ど

の
論
策

は
、
見
事
、
功
を

奏

し
て
お
り
・
「守
論
」
「
罪
言
」
「
原
十
六
衛
」
「戦
論
」
(以
上
巻
五
)
等
は
、
後
世
の
論
者
の
高
く
穫

す
る
作

品

で
あ

る
。
ま

た

彼

は
『
孫
子
』
に
注
を
施
し
て
お
り
、
彼
の
経
世
家

・
歴
史
家
と
し
て
の
か
な
り
な
自
員
は
、實
作
に
裏
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。

杜
牧
が
、
こ
の
よ
う
に
・
政
治
と
歴
史
猿

い
關
心
を
持

つ
原
因
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
考
、秀

れ
る
。
ま
ず
、
笙

に
、
當
時
の



時
代
状
況
で
あ
る
。
唐
代
も
末
に
な
る
と
、
天
子
の
力
が
衰
え
、
代
り
に
、
地
方
に
散
在
す
る
藩
鎭
が
力
を
蓄
え
、
虎
視
眈
眈
と
機
會

を
窺
う
よ
う
な
、
ひ
じ
ょ
う
に
血
膿
い
時
代
に
な

っ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な
藩
鎭
の
孚
い
に
よ

っ
て
必
然
的
に
導

か
れ
る
國
家
全
體
の

滅
亡

へ
の
危
機
感
か
ら
、
杜
牧
は
、
國
家
復
興
の
旗
手
た
ら
ん
こ
と
を
翼

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
杜
牧
が

、
晩
唐
と
時
代
歌
況

の
似
通
う
戦
國
末
期
に
生
き
た
筍
卿
に
共
鳴
す
る
の
は
當
然
の
こ
と
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。
筍
子
の
歴
史
意
識
が

ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ

っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
内
山
俊
彦
氏
が

『
筍
子
』
の
中
で
、

(荷
子
が
)
社
會
、
國
家
を
か
よ
う
に
發
生
史
的

に
考
え
る
歴
史
意
識
は
、
歴
史
を
動
的

に
見
る
意
識
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
中
で

は
、
君
主
に
よ

っ
て
行
わ
る
べ
き
政
治
の
あ
り
方
、
國
家

の
と
る
べ
き
姿
も
ま
た
、
固
定
し
た
も
の
と
し
て
で
な
く
、
攣
動
す
る

も
の
と
し
て
、
考
、兄
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
孔
子
や
孟
子

の
、
歴
史

の
質
的
攣
化
を
發
想
し
な
い
立
場
に
比
較
よ
て
、
筍
子
の
歴

史
意
識
は
、
社
會
や
政
治
の
攣
遷
を
リ
ア
ル
に
、
柔
軟
に
と
ら
え
る
方
向
に
開
か
れ
て
い
た
。
歴
史

へ
の
、
囚
わ
れ
ぬ
眼
を
持

っ

注
④

て
い
た
、
と
も
い
え
よ
う
。

と
述
べ
る
。
こ
の

「
囚
わ
れ
ぬ
眼
」
を
持

つ
も
の
こ
そ
、
激
動
の
時
代
に
あ

っ
て
必
要
と
さ
れ
る
人
物
で
あ
り
、
歴
史
を
、
政
治
を
正

確
に
語
り
う
る
人
物
で
も
あ
る
と
い
え
る
。
杜
牧
が
、
筍
子
に
興
味
を
抱
き
始
め
た
時
期
は
、
か
な
り
早
い
時
期

で
あ

っ
た
よ
う
で
あ

る
。
杜
牧
十
六
歳
の
元
和
十
三
年
に
、
楊
涼
な
る
人
物
が

『筍
子
』
に
初
め
て
注
を
施
し
て
い
る
。
杜
牧
が
十
六
歳

の
こ
ろ
と

い
え

ば
、
「注
孫
子
序
」
(焚
川
文
集
巷
十
)
に
ょ
る
と
、
山
東
の
藩
鎭
が
反
齪
を
起

こ
し
た
の
を
き

っ
か
け
に
、
彼
が
政
治

・
歴
史
に
興
味
を

抱
き
は
じ
め
た
頃
で
も
あ
る
。
そ
の
爲
に
、
現
在
残

っ
て
い
る
杜
牧
の
作
品
で
、
最
も
早
い
時
期
に
作
ら
れ
た
と
認
め
ら
れ
る

「
阿
房

宮
賦
」
(奨
川
文
集
巻

一
)
は
、
憲
宗
の
奢
修
ぶ
り
を
秦

の
時
代

に
假
託
し
て
誠
刺
す
る
と

い
う
、
ひ
じ
ょ
う
に
強

い
政
治
意
識
の
下
で

杜
牧
と
韓
愈
と
の
關
係
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か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
杜
牧
に
は
、
唐
王
朝
の
衰
退
を
必
死
に
な

っ
て
く
い
止
め
よ
う
と
す

る
士
大
夫
と
し
て
の
自
畳
が
あ

る
。杜

牧
が
、
筍
子
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
す
る
の
は
、
軍
に
政
治
観

・
歴
史
観

の
み
に
止
ま
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
人
間
観
に
ま
で
及
ん
で
い

る
。
例
え
ぽ
、
人
間
の
性
と
情

に
つ
い
て
論
じ

て
い
る

「
三
子
言
性
辮
」
(奨
川
文
集
巻
六
)
は
、
『
萄
子
』
の

「
性
悪
篇
」
を
意
識
し

て
書
い
て
お
り
、
そ
の
末
尾
で
、

筍
は
人

の
性

の
悪
な
る
を
言
ふ
。
二
子

(孟
子
.
揚
子
)
に
比
ぶ
る
に
、
筍
は
得
る
こ
と
多
し
。

と
述
べ
、
筍
子

の

「性
悪
」
説

に
管
同
し
て
い
る
。

ま
た
、
人
相
に
よ

っ
て
人
を
剣
断
す
る
こ
と
の
愚
か
し
さ
を
説

く

「
論
相
」
(奨
川
文
集
巻
五
)
も
、
『
荷
子
』

の

「
非
相
篇
」
を
意

識

よ
て
書
い
て
お
り
、
そ
の
末
尾
で
、

余
、
葡
卿
の

「
非
相
」
を
讀
み
、
呂
氏

・
楊
氏

に
感
じ
、
卿

の
大
儒
た
る
を
知
る
。

と
あ
り
、
荷
子

へ
の
傾
倒
ぶ
り
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
杜
牧

の
政
治
観

・
歴
史
観

・
人
間
観
な
ど
が
、
か
な
り
筍
子
の
影
響

を
受
け
て
い
る
と
い
え
る
の
に
封
よ
、
韓
愈

の
荷
子
に
封
す
る
評
債
は
若
干
異
な
る
も

の
が
あ
る
。
韓
愈
に

「讀
筍
」
と
い
う
作
品
が

あ

る
。聖

人
の
道
、
世
に
傳
は
ら
ず
。
…
…
其
れ
存
し
て
醇
な
る
者
は
、
孟
朝
氏

の
み
。
揚
雄
氏

の
み
。
筍
氏

の
書

を
得
る
に
及
び
て
、

是
に
於
て
、
又
荷
氏
と
い
ふ
者
を
知
る
な
り
。
其

の
誹
を
考
ふ
る
に
、
時
に
粋
な
ら
ざ
る
が
ご
と
く
な
れ
ど
も
、
其
の
蹄
を
要
す

る
に
、
孔
子
と
異
な
る
者
鮮
し
。
抑
≧
猶
ほ
朝

・
雄
の
間
に
在
る
か
。
孔
子
詩
書
を
制
し
、
春
秋
を
筆
創
す
。
道
に
合
ふ
者
は
、
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之
を
著
し
、
道
を
離
る
る
者
は
、
之
を
點
去
す
。
故
に
詩
書
春
秋
は
疵
無
よ
。
余
筍
氏
の
合
は
ざ
る
者
を
割
り
、
聖
人
の
籍

に
附

せ
ん
と
欲
す
。
亦
孔
子

の
志
か
。
孟
氏
は
醇
に
し
て
醇
な
る
者
な
り
。
荷
と
揚
と
は
大
醇
に
し
て
小
疵
あ
り
。(韓

昌
黎
文
集
巻

一
)

こ
こ
で
・
韓
愈
は
、
筍
子
を

「
其
の
僻
を
考
ふ
る
に
、
時
に
粋
な
ら
ざ
る
が
若
く
な
れ
ど
も
、
其

の
婦
を
要
す

る
に
、
孔
子
と
異
な

る
者
鮮
し
」
と
、
や
や
持
ち
上
げ
な
が
ら
も
、
や
は
り
孟
子
の

「
醇
に
し
て
醇
な
る
者
」
に
及
ば
な
い

「
大
醇
に
し
て
小
疵
」
と
詳
よ

て
い
る
。
ま
た
、
「
原
道
」
に
は
、

周
公
は
之
を
孔
子
に
傳

へ
、
孔
子
は
之
を
孟
朝
に
傳
ふ
。
朝
の
死
す
る
や
其
の
傳
を
得
ず
。
荷
と
揚
と

は
、

釋
ん

で
精

よ

か
ら

ず
、
語

っ
て
詳
ら
か
な
ら
ず
。

(韓
昌
黎
文
集
巻

一
)

と
あ
り
、
先
の

「讀
荷
」
と
同
様

の
論
調
で
、
儒
教
に
お
け
る
荷
子
の
地
位
を
決
し
て
高
い
も
の
と
考
え
て

は

い
な

い
。
こ

の
筍
子

を
、
杜
牧
が

「
論
相
」
の
中
で
、
「
卿
の
大
儒
た
る
を
知
る
」
と

い
う
よ
う
に
高
く
評
償
し
て
い
る
の
と
は
、
そ

の
認
識
に
大
き
な
違

い
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
韓
愈
の
荷
子
評
償
は
、
儒
教
の
流
れ
の
中
で
捉
え
よ
う
と
よ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
孔
子
か
ら
曾

子
、
曾
子
か
ら
孟
子

へ
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
正
統
儒
教
の
流
れ
に
は
乗
ら
な
い
荷
子
を
、
孔
子
や
孟
子
ほ
ど
に
高

く
評
便
し
な
い
の
で

あ
る
。
こ
れ
に
封
し
、
杜
牧

の
筍
子
評
償
は
、
彼
の
歴
史
観

・
政
治
観
ひ
い
て
は
人
間
観
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
荷
子
が
あ
る
の
で
、

彼
の
荷
子
に
封
す
る
評
償
は
、
か
な
り
高
い
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。

も

つ
と
も
、
韓
愈
が
、
儒
教
を
深
く
信
奉
す
る
人
で
あ

っ
た
こ
と
を
、
杜
牧
は
知

っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
す

な
わ
ち

「書
虚
州
韓

杜
牧
と
韓
愈
と
の
關
係

(愛
甲
弘
志
)
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吏
部
孔
子
廟
碑
陰
」
(焚
川
文
集
巻
六
)
の
絡
り
の
部
分
で
杜
牧
は
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。

韓
吏
部
の
夫
子
廟
碑
に
日
く
、
天
下
の
通
祀
は
、
唯
だ
社
鰻
と
夫
子
と
の
み
。
肚
緩
は
壇
し
て
屋
せ
ず
、
異
代
を
取
り
て
配
と
爲

す
。
未
だ
夫
子
の
魏
然
と
よ
て
門
に
當
た
り
、
王
者
の
禮
を
用
い
、
門
人
を
以
て
配
と
爲
し
、
天
子
よ
り
庶
人
に
至
る
ま
で
親
し

く
北
面
し
て
之
を
師
と
す
る
に
若
か
ず
。
夫
子
は
徳
を
以
て
し
、
社
濯
は
功
を
以
て
し
、
固
よ
り
次
第
有
り
と
。
因
り
て
孟
子
を

。

。

。

。

似

。

引
き
て
日
く
、
生
人
よ
り
已
來
、
未
だ
夫
子
の
ご
と
き
者
有
ら
ざ
る
な
り
と
。
古
よ
り
夫
子
を
稻
す
る
者
多

し
。
夫
子

の
徳
を
稻

す
る
は
孟
子
に
如
く
は
な
く
、
夫
子
の
奪
を
樗
す
る
は
韓
吏
部
に
如
く
は
な
し
。
故
に
其

の
碑
陰
に
書
し
て
云
ふ
。

こ
の
碑
陰
が
記
さ
れ
た
時
期
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
碑
陰
に
記
す
と
い
う
性
格
上
、
お
そ
ら
く
は
、
杜
牧
が
考
功
郎
中
知
制
詣
に

あ

っ
た
晩
年

の
作
で
あ
ろ
う
。
こ
の
碑
陰
に
お

い
て
、
杜
牧
は
、
「
夫
子
の
徳
を
稽
す
る
は
孟
子
に
如
く
は
な
く
、
夫
子
の
奪
を
構
す

る
は
韓
吏
部
に
如
く
は
な
し
」
と
述
べ
て
、
孔
子
の
徳
を
稻
揚
す
る
こ
と
に
か
け
て
は
孟
子
が
第

一
人
者
で
あ
り
、
孔
子
の
尊
い
こ
と

を
稻
揚
す
る
こ
と
に
か
け
て
は
韓
愈
が
第

一
人
者
で
あ
る
こ
と
を
は

っ
き
り
と
認
め
て
い
る
。
事
實
、
韓
愈
自
身
も
、
彼
の
諸
作
品
の

中
で
、
孔
子
を
師
奉
し
、
彼

の
教
え
で
あ
る
儒
激
を
稔
揚
し
、
な
お
か
つ
孟
子
に
亜
ぐ
人
物
で
あ

る

こ
と
を
自
認
し
て

い
る
。
韓
愈

が

、
熱
心
な
儒
敏
信
奉
者
で
あ

っ
た
こ
と
は
、
既
に
杜
牧

の
時
代
に
あ

っ
て
は
、
衆
知
の
事
柄

で
あ

っ
た
と
い
え

よ
う
。

杜
牧
が
、
彼

の
歴
史
観

・
政
治
観
ひ
い
て
は
人
間
観
の
よ
り
ど
こ
ろ
を
筍
子
に
求
め
て
い
る
の
に
樹
し
て
、
韓

愈
は
、
自
分
自
身
を

正
統
儒
教
の
流
れ
に
置
く
こ
と
か
ら
、
世
界
を
考
え
よ
う
と
す
る
。
こ
の
雨
者
の
思
想
の
違
い
は
、
必
然
的
に
文
學
観
の
上
に
お
い
て

も
、
異
な

つ
た
様
相
を
呈
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
豫
想
で
き
る
。

杜
牧

も
韓
愈
も
古
文
を
善
く
す
る
こ
と
は
、
衆
知
の
事
實
で
あ
り
、
欝
彩
章
句
と
い

っ
た
外
見
曲
な
修
僻
に
意

を
注
ぐ
よ
り
も
、
内
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容
を
重
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
創
作
態
度
に
お
い
て
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
も
既

に
先
で
燭
れ
た
と
お
り
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
雨
者
の
文
學
理
論
を
比
較
す
る
と
、
そ
こ
に
は
明
ら
か
な
違
い
が
み
ら
れ
る
。
韓
愈
が
古
丈
を
作

る
の
は
、
究
極
に
は

道

を
明
ら
か
に
す
る
爲
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

「
題
哀
蹴
後
」
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

愈
の
古
文
を
爲
る
は
、
豊
に
濁
だ
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

へ
ど
も
見
る
を
得
ず
。
古

道
を
學
べ
ば
則
ち
兼
ね
て
其
の
僻
に
通
ぜ
ん
こ
と
を
欲
す
。
其

の
僻

に
通
ず
る
者
は
本
古
道
に
志
す
者
な
り
。(韓

昌
黎
文
集
巻
五
)

こ
の
古

の
道
を
學
ぶ
爲
に
、
古
文
を
作
る
の
だ
と
す
る
主
張
は
、
韓
愈
の
門
人
で
あ
る
李
漢
に
よ
っ
て
、
よ
り
は
っ
き
り
と
し
た
文

學
的
主
張
と
な

っ
て
く
る
。
李
漢
は
、
韓
愈
の
文
集
に
序
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

文
は
道
を
貫
く
器
な
り
。
斯
の
道
に
深
か
ら
ず
よ
て
、
焉
に
至
る
有
る
者
あ
ら
ず
。

こ
の
主
張
が
、
後
に
い
わ
れ
る
載
道
主
義
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
杜
牧
の
散
文
に
は
、
殆
ど
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど

「道
」
と
い
う
こ
と
ば
が
見
ら
れ
な
い
。
杜
牧
の
場
合
、
文

の
敷
用
は
・

さ

ほ
ど
期
待
さ
れ
ず
、
た
だ
、
「作
者

の
こ
こ
ろ
」
を
か
な
り
重
要
覗
し
て
い
る
。
前

に
資
料
と
し
て
掲
げ
た
梁
粛

の

「
補
闘
李
君
前

集
序
」
の
中
で
は

「
道
」
↓

「氣
」
↓

「辮
」
と
い
う
配
列
の
創
作
意
識
が
あ

っ
た
の
に
封
し
て
、
杜
牧
の
方
は
、
「
答
荘
充
書
」
の

中

に
、
「意
」
↓

「氣
」
↓

「僻
」
と
い
う
配
列
の
創
作
意
識
が
あ

る
。
こ
の

「意
」
を
重
要
覗
す
る
杜
牧

の
考
え
ー

荒
井
氏
は
主

意
主
義
と
呼
ぶ
ー

は
、
韓
愈
の
道
を
重
要
視
す
る
、
い
わ
ゆ
る
載
道
主
義
の
文
學
態
度
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
も

の
が
あ

っ
た
。
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四

「
讃
韓
杜
集
」
と

「
冬
至
日
寄
小
姪
阿
宜
詩
」
に
お
け
る
韓
愈
の
評
債

へ
の
疑
問

こ
の
よ
う
に
い
ず
れ
も
儒
激
思
想
に
立
脚

し
な
が
ら
、
杜
牧
と
韓
愈
と
の
間
に
は
そ
の
思
想
の
認
識
に
大
き
な
越
え
が
た
い
相
違
が

あ
り
、
そ
こ
か
ら
自
然
に
人
生
観
文
学
観
の
差
異
が
導
き
出
さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
な

っ
た
。
こ
う

し
て
み
る
と
、
從

來

杜
牧

の
韓
愈
評
債
論
の
出
發
點
と
も
い
え
る

「讀
韓
杜
集
」
と

「冬
至
日
寄
小
姪
阿
宜
詩
」
に
封
す
る
の
論
者
の
解
釋
に
も
い
さ
さ

か

の
不
安
を
畳
え
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
二
詩

へ
の
解
釋
を
問
題
と
し
な
が
ら
、
改
め
て
杜
牧
と
韓
愈
と

の
關
係
に
つ
い
て

論

じ
て
み
た
い
。

杜
牧
は
、
あ
る
文
人
を
作
品

の
中
に
取
り
上
げ
て
評
償
す
る
場
合
、
作
品
に
よ
っ
て
そ
の
評
価
に
か
な
り
曖
昧
な
點
が
あ
る
よ
う
で

あ

る
。
先
に
掲
げ
た

「
答
荘
充
書
」
の
中
で
は
、
漢
代
以
降
學
げ
る
べ
き
人
物
に
、
司
馬
遷

・
司
馬
相
如

・
費
誼

・
劉
向

・
揚
雄
の
五

人

を
取
り
上
げ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
奨
川
文
集
を
編
ん
だ
杜
牧
の
甥
に
あ
た
る
斐
延
翰
が
、
そ
の
序
文
の
中
で
、
列
畢
よ
て
い
る
人
物

と

ほ
ぼ

一
致
す
る
。

あ
あ
、
文
章
は
政
と
通
じ
、
而
し
て
風
俗
は
文
を
以
て
移
る
。
三
代
の
道
に
在
り
て
は
、
文
と
忠
敬
と
を
以
て
之
に
随

ふ
。
是
れ

理
の
具
と
爲
し
、
運
と
高
下
す
。
古
の
作
者
の
論
を
探
採
す
る
に
、
屈
原

・
宋
玉

・
頁
誼

・
司
馬
遷

・
相
如

・
楊
雄

・
劉
向

・
班

固
を
以
て
世
の
魁
傑
と
爲
す
。
然
れ
ど
も
騒
人

の
僻
は
、
怨
刺
憤
慧
し
、
君
臣
の
教
化
を
及
ぼ
す
を
援
く
と
難
も
、
持
論
を
需
沿

す
る
能

は
ず
。
相
如

・
子
雲
は
塊
麗
説
攣
に
し
て
、
誠
多
く
要
寡
く
、
漫
羨
し
て
蹄
す
る
無
く
、
治
齪
を
見
ず
。
頁

・
馬

・
劉

・

班
は
、
時
君
の
善
否
に
乗
じ
、
己
の
臆
を
直
諮
し
て
、
奮
然
と
よ
て
世
を
極
ひ
物
を
扶
く
る
を
以
て
任
と
爲
し
、
緒
を
纂
し
端
を
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し
、
必
ず
空
言
な
ら
ず
し
て
、
言

の
及
ぶ
所
、
則
ち
君
臣
の
禮
樂
、
教
化
賞
罰
、
包
ね
ざ
る
は
無
し
。
矯

か
に
仲
舅

の
文
を

観

る

に
…
…

(中
略
)
…
…
斯
れ
意
は
費

・
馬

・
劉

・
班
の
藩
矯
に
趨
く
者
有
る
か
。

こ
の
序
は
、
斐
延
翰
が
書
い
た
と
は
い
え
、
斐
延
翰
は
平
生
か
ら
杜
牧

の
詩
文
に
親
し
ん
で
い
た
と
別
の
所

で
述
べ
て
い
る
か
ら
、

杜
牧
の
作
風
、
文
學
観
等
、
か
な
り
理
解
し
て
い
た
と
い
え
る
。
こ
の
序
を
見
る
と
、
先
の

「
答
荘
充
書
」
に
學
げ
た
五
人
の
文
人
を

も
含
め
て
、
彼
ら
に
封
す
る
評
債

の
違
い
が
鮮
明
に
示
さ
れ
て
い
る
。
頁
誼
、
司
馬
遷
、
劉
向
、
班
固
に
封
す

る
詐
償
が

一
番
高
く
、

司
馬
相
如
、
揚
雄
、
屈
原
、
宋
玉
ら
に
封
し
て
は
、
あ
る
程
度

の
債
値
を
認
め
つ
つ
も
、
結
局
は
難
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
斐
延
翰
は

杜
牧
の
作
風
が
、
費
誼
、
司
馬
遷
、
劉
向
、
班
固
ら
の
類
に
厨
す
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
杜
牧
は
、
「上
宰
相
求
湖
州
第

一
啓
」
(焚
川
文
集
巻
十
六
)
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

某

の
弟
顕
、
世
冑
の
子
孫
に
し
て
、
二
十
六
に
よ
て

一
た
び
進
士

に
學
げ

ら
れ
及
第
す
。
嘗
て
上
装
相
公
書
を
爲
る
。
逡
肚
温

潤
、
詞
理
傑
逸
。
質
生
、
司
馬
遷
は
能
く
之
を
爲
る
も
、
班
固
、
劉
向
の
輩
の
査
聲
た
る
の
詞
に
非
ず
。
後
輩
に
流
は
り
、
人
皆

之
を
藏
す
。

弟
杜
顕
の
作
風
が
、
買
誼
や
司
馬
遷
の
作
る
よ
う
な

「
逡
肚
温
潤
、
詞
理
傑
逸
」
の
氣
風
が
あ
り
、
決
し
て
、
班
固
や
劉
向
の
輩
の

「
聲
査
之
詞
」
で
は
な
い
と
杜
牧
は
言

っ
て
い
る
。
賞
誼
と
司
馬
遷
を
こ
こ
に
引
用
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
崔
岐
な
る
人
物
が
杜
顎

に
贈

っ
た
詩
を
襲

っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

進
士
崔
岐
、
文
學
有
り
て
哨
羅

に
し
て
人
を
許
可
せ
ざ
れ
ど
も
、
門
に
詣
り
て
君
に
詩
を
贈
り
曰
く
、
「
質

・
馬
死
し
て
よ
り

來

杜
顕
を
生
ず
、
中
間
蓼
落
た
り

一
千
年
。」
と
。

(奨
川
文
集
巻
九

唐
故
惟
南
支
使
試
大
理
評
事
蕪
監
察
御
史
杜
君
菓
誌
銘
)

杜
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韓
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係

(愛
甲
弘
志
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崔
岐
及
び
彼
の
詩
に
つ
い
て
は
、
現
在
で
は
知
る
術
も
な
い
が
、
杜
牧
が
、
「
上
宰
相
求
湖
州
第

一
啓
」
で
學

げ

た
所
の

「頁
生

・

司
馬
遷
」
は
、
こ
の
崔
岐
の
贈
答
詩
に
拠

っ
た
も
の
で
あ
る
に
ち
が

い
な

い
。
「
班
固
、
劉
向
」
も
、
こ
の
句
の
前
後
に
あ

っ
た
と
考

え
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
が
、
杜
顎
が
死

に
こ
の
墓
誌
名
が
書
か
れ
た
時
點
で
、
杜
牧
が
崔
岐
の
詩
を
全
文
掲
げ

て

い
な

い
こ
と
か

ら
、
既
に
こ
の
句

の
前
後
は
杜
牧
自
身

に
も
剣
ら
ず
、
杜
牧
が
自
分
で
付
け
た
し
た
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、

こ

こ
で
は
、
奨
川
文
集
序

で
か
な
り
高

い
評
債
を
受
け
て
い
た
班
固
、
劉
向

の
文
學
は
質
誼
、
司
馬
遷

の
そ
れ
と
く
ら
ぺ
て

一
段
低
く
お

と
し
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
み
る
か
ぎ
り
、
か
な
り
杜
牧
の
古
人
に
樹
す
る
文
學
評
債

の
あ
い
ま
い
さ
を
窺

い
知
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
れ
で
は
、
韓
愈
を
詩
材
と
し
て
取
り
扱

っ
た
詩

に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
先
の

「
多
至
日
寄
小
姪
阿
宜
詩
」
の
中
に
は
、

古

の
文
人
を
畢
げ
て
次
の
如
く
言

っ
て
い
る
。

経
書
括
根
本

史
書
閲
興
亡

高
摘
屈
宋
鑑

濃
薫
班
馬
香

李
杜
渣
浩
浩

韓
柳
摩
蒼
蒼

近
者
四
君
子

與
古
争
強
梁

輕
書
根
本
を
括
よ

史
書
興
亡
を
閲
す

高
く
屈
宋
の
盤
を
摘
み

濃
く
班
馬
の
香
に
薫
ず

李
杜
浩
浩
に
涯
か
び

韓
柳
蒼
蒼
を
摩
す

近
ご
ろ
四
君
子

古
と
強
梁
を
争
ふ
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こ
の

一
節
は
、
古

の
必
讀

の
著
書
及
び
文
人
を
畢
げ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
既
に
説
い
て
き
た
如
く
、
奨
川
交
集

の
序
で
は
、
班
固

・
司
馬
遷
を
高
く
評
償
し
、
屈
原

.
宋
玉
に
は
あ
る
程
度
認
め

つ
つ
も
結
局
は
難

じ
て
お

り
、
ま
た

「
上
宰
相

求
湖
州
第

一
啓
」
で

は
、
班
固
を
難
じ
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
、
か
な
り
矛
盾
を
孕
ん
だ
展
開
に
な

っ
て
い
る
。
そ
う
す

る
と
、
次

に
續
く
、
「
李
杜
、
韓

柳
」
に
つ
い
て
も
、

い
さ
さ
か
疑
問
を
さ
し
は
さ
ま
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
市
野
澤
氏
の
論
ず

る
が
如
く
、
こ
の
部
分
が
、
「崇
敬
す

る
趣
旨
を
鮮
明
に
打
ち
出
し
て
い
る
」
と
は
必
ず
し
も
断
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

五

む
す
び

從
來
、
杜
牧
と
韓
愈
と

の
關
係
を
論
じ
る
場
合
に
、
そ
の
影
響
關
係
を
具
體
的
に
指
摘
す
る
こ
と
よ
り
も
、
杜
牧
の
韓
愈

へ
の
崇
敬

ぶ
り
を
強
調
す
る
こ
と
の
方
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も

っ
と
も
杜
牧
の
詩
文
の
肖
に
韓
愈
に
言
及
し
た

も

の
が

な

い
こ
と

が
、
雨
者
の
影
響
關
係
を
考
え
る

こ
と

を
困
難
に
よ
て
い
る
と
は
い
え
、
「献
詩
啓
」
の
中
の

「
本
高
絶
を
求
め
て
」
が
韓
愈
を
意
識

し
て
お
り
、
ま
た
「答
荘
充
書
」
の
中

の
文
學
理
論
が
、
韓
愈

の
古
文
の
主
張
と
ま

っ
た
く
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
な
ど
と

い
う
議
論

は
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
は
納
得
で
き

な

い
。
こ
れ
は
、
「冬
至
日
寄
小
姪
阿
宜
詩
」
や

「讀
韓
杜
集
」
の
中
で
、
杜
牧
が
韓
愈
を
高
く
評

債

し
て
い
る
こ
と
に
、
強
く
引
か
れ
た
議
論
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

私
は
、
杜
牧
が
韓
愈
を
評
償
す
る
問
題
と
杜
牧
が
韓
愈

の
文
學
を
受
容
す
る
問
題
と
は
匠
別
し
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

本
稿
で
は
、
杜
牧
と
韓
愈
の
文
學
思
想
の
相
違
點
を
指
摘
す
る
、
い
わ
ぽ
負
の
關
係
を
論
じ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
杜
牧
が
韓
愈

の
文

學

を
ど

の
よ
う
に
受
容
し
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
を
鮮
明
に
し
よ
う
と
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。
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杜
牧
と
韓
愈
と
の
關
係

(愛
甲
弘
志
)



中
國
文
學
論
集

第
十
號

註

①

『杜
牧
』
(筑
摩
書
房

中
國
詩
文
選
)
「古
典
主
義
者
」

一
〇

一

頁

②

『中
國
中
世
文
學
評
論
史
」
(創
文
社

東
洋
叢
書
)
第
六
章
第

四
節

「韓
愈
の
散
文
表
現
論
」
五
〇
九
頁

③

『唐
宋
八
家
文
』
上

(朝
日
新
聞
社

中
國
古
典
選
」
一二

九
頁

④

『筍
子
』
(評
論
社

東
洋
人
の
行
動
と
思
想
14
)
.「H
筍
子
の
思

想
活
動
」

一
六
三
頁
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