
書

評

太
田
次
男

『中
庸
文
人
考
-

韓
愈
･
柳
宗
元
･
自
居
易
』

(研
文
選
書
五
四
)

東
京

研
文
出
版

1
九
九
三
年
六
月

四
二三
頁

著
者
の
太
田
次
男
氏
は
t

T
九

丁
九
年
生
ま
れ
､
園
史
学
出
身
で

は
あ
る
が
､

『
神
田
本
臼
氏
文
集
の
研
究
』
(勉
誠
証
)
や

『
説
諭
詩

人
白
楽
天
』
(集
英
社
)
な
ど
を
公
刊
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
わ

か
る
よ
う
に
､
中
庸
文
学
､
と
-
わ
け
自
居
易
研
究
の
尊
家
と
し
て
､

斯
界
に
名
を
知
ら
れ
た
学
者
で
あ
る
｡

本
書
は
､
副
題
に
も
あ
る
と
お
-
､
中
庸
の
三
人
の
文
寧
者
に
関

す
る
六
第
の
論
考
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
｡

Ⅰ

韓
愈
-

特
に
そ
の
官
人
生
活
を
中
心
と
し
て

～

(｢斯
道
文
庫
論
集
｣
第
1
輯

1
九
六
二
年
)

Ⅱ

長
安
時
代
の
柳
宗
元

(｢斯
道
文
庫
論
集
｣
第
二
輯

一
九
六
三
年
)

書

評

柳
宗
元
の
山
水
記

(｢斯
道
文
庫
論
集
｣
第
三
輯

一
九
六
四
年
)

呉
文
治
著

『柳
宗
元
評
俸
』
を
讃
む

(｢史
学
｣
第
三
十
六
巻
四
競

一
九
六
三
年
)

Ⅲ

平
安
時
代
に
於
る
自
店
易
受
容
の
史
的
考
察

(｢史
学
｣
第
三
十
二
巻
四
競

1
九
六
〇
年
)

〔付
〕

平
安
朝
女
流
と
自
氏
文
集

(｢史
学
｣
第
三
十
三
巻
一
統

l九

六
〇
年
)

白
楽
天
と
空
海

(｢東
横
学
園
女
子
短
期
大
学
紀
要
｣
第
二
十
三

親

l
九
八
八
年
)

最
後
の

一
第
を
除
け
ば
､
い
ず
れ
も
三
十
飴
年
前
に
執
筆
さ
れ
た

も
の
で
､
｢あ
と
が
き
｣
に
よ
れ
ば
､
｢奮
作
を
ま
と
め
る
に
あ
た
っ

て
｣

｢魯
魚
の
誤
-
ま
た
は
そ
れ
に
近
い
箇
所
に
わ
ず
か
ば
か
-
朱

を
加
え
､
ま
た
漢
字
を
仮
名
に
改
め
た
-
､
漢
語
の
音
訓
の
ル
ビ
を

少
々
ふ
や
す
に
と
ど
め
｣
ら
れ
て
い
る
｡

本
書
の
テ
ー
マ
は
'
｢中
庸

の
文
人
達
各
自
の
人
間
と
し
て
の
骨

骸
を
官
人
の
立
場
よ
-
明
ら
か
に
す
る
｣

こ
と
に
あ
る
｡

｢特
に
韓

柳
二
氏
は
中
庸
の
新
興
官
人
の
代
表
的
文
人
と
し
て
､
革
に
従
来
の

ご
と
-
文
人
と
し
て
喜
-
前
に
､
官
人
と
し
て
そ
の
人
物
像
を
と
ら
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え
る
こ
と
が
ま
ず
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
｣
(あ
と
が
き
)
と
い
う

の
が
､
著
者
の
基
本
的
方
法
で
あ
-
､
態
度
で
あ
っ
た
｡

｢韓
愈
の
古
文
の
根
底
に
あ
る
も
の
は
､
儒
教
思
想
で
あ
る
｡
従

来
ま
で
の
主
と
し
て
訓
話
中
心
の
学
風
か
ら
､
宋
単
頚
展
の
先
朕
と

な
っ
た
そ
の
思
想
は
､
学
説
史
的
に
は
､
さ
ほ
ど
の
注
目
は
ひ
い
て

い
な
い
が
､
こ
れ
を
韓
愈
の
精
神
生
活
の
中
に
み
れ
ば
､
そ
こ
に
苦

闘
の
生
々
し
さ
が
あ
っ
た
｡
古
文
の
成
立
は
､
こ
う
い
う
鰻
験
と
決

し
て
無
関
係
で
は
あ
-
え
な
い
｣
(四
貢
)
と
す
る
太
田
氏
は
､

｢史

的
立
場
か
ら
､
韓
愈
の
生
涯
を
大
別
し
て
､
三
期
に
わ
け
て
考
察
を

す
す
め
｣
(九
頁
)
て
い
る
｡

柳
宗
元
に
つ
い
て
も
､
氏
は

｢そ
の
生
涯
を
便
宜
的
に
'

一
､
長

安
時
代

二
､
永
州
時
代

三
､
柳
州
時
代
､
と
三
期
に
分
け
る
｣

(
一
三
三
頁
)｡
｢官
人
柳
宗
元
は
-
-
長
安
時
代
こ
そ
現
資
の
政
治
的

渦
中
に
あ
っ
て
､
最
も
活
動
的
な
時
期
で
あ
-
｣
'
永
州
時
代
の
作

品
は

｢流
滴
と
い
う
政
治
的
理
由
と
､
そ
れ
に
封
す
る
滞
日
な
封
虞

の
仕
方
だ
け
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
の
で
は
な
-
､
そ
れ
と
深
-
結
び

つ
き
､
蓮
績
し
て
い
る
｣
と
考
え
る
氏
は
'

｢長
安
時
代
こ
そ
､
そ

の
頂
鮎
で
あ
-
､
そ
れ
が

一
生
を
決
定
づ
け
て
い
る
と
い
う
見
方
｣

(
一
三
五
頁
)
に
立
っ
て
､
考
察
を
す
す
め
て
い
る
｡
た
だ
本
書
で
は
'

第
三
期
に
つ
い
て
は

｢未
着
手
の
ま
ま
に
終

っ
た
｣
(
一
三
四
貢
)0

自
居
易
の
章
は
'
｢平
安
時
代
に
於
る
自
居
易
文
学
盛
行
の
原
因

を
主
と
し
て
祉
倉
的
に
考
察
し
､
同
じ
貴
族
階
級
の
中
に
あ

っ
て
も
､

そ
の
階
層
的
相
違
に
よ
-
､
自
民
文
学
の
評
債
な
ら
び
に
重
鮎
の
置

き
方
に
も
違
い
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
､
文
学
や
思
想
の
受
容
を
､
単

に
文
献
的
な
問
題
に
と
ど
め
ず
に
､
律
令
鰹
制
下
に
於
る
官
僚
の
精

神
生
活
史
の
中
に
於
て
理
解
し
よ
う
｣
(三
頁
)
と
試
み
て
い
る
｡
比

較
的
近
作
の

｢白
楽
天
と
空
海
｣
は
'
入
唐
し
た
空
海
が
長
安
に
居

住
し
て
い
た
時
に
､
白
居
易
も
同
じ
-
都
に
い
た
け
れ
ど
も
､
空
海

が

｢白
楽
天
と
交
わ
っ
た
-
､
あ
る
い
は
そ
の
作
品
に
解
れ
た
-
'

そ
れ
か
ら
影
響
を
受
け
る
に
は
､
そ
の
時
期
が
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
､

早
過
ぎ
た
｣
(四
二

貢
)
こ
と
を
､
｢長
恨
歌
｣
が
生
ま
れ
た
時
期
と

も
か
ら
め
な
が
ら
､
論
謹
し
た
も
の
で
あ
る
O

中
歯
を
代
表
す
る
三
人
の
文
学
者
を
､
主
と
し
て
官
人
と
し
て
の

立
場
か
ら
解
明
し
よ
-
と
し
た
本
書
に
は
､
随
所
に
示
唆
に
富
む
見

解
が
示
さ
れ
て
い
る
｡
た
と
え
ば
､
潮
州
に
左
遷
さ
れ
た
韓
愈
が
､

土
地
の
人
々
に
害
を
も
た
ら
し
て
い
た
鰐
に
対
し
て
南
海
に
移
る
よ
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う
に
命
じ
た

｢鹿
魚
の
文
｣
に
つ
い
て
､
そ
の
命
令
が

｢帝
王
の
権

威
の
下
に
行
な
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
意
味
が
あ
る
｣
と

し

､
｢

ウ

ェ
ー
バ
ー
流
に
考
え
れ
ば
､
い
わ
ゆ
る

(外
面
的
尊
厳
の
倫

理
)
の

典
型
と
し
て
民
衆
の
秩
序
維
持
の
た
め
に
､
天
子
の
党
術
性
が
前
面

に
押
し
出
さ
れ
､
こ
と
さ
ら
恭
し
げ
な
態
度
が
と
ら
れ
た
と
も
い
え

よ
う
が
､
少
な
-
と
も
そ
の

(
倫
理
)
の
中
に
党
術
的
要
素
が
持
ち

込
ま
れ
て
い
る
以
上
､
い
か
ほ
ど
合
理
的
主
張
が
な
さ
れ
よ
う
と
も
､

党
術
的
宗
教
に
封
し
て
､
そ
れ
程
積
極
的
な
批
判
は
下
し
え
な
い
は

ず
で
あ
る
｣
と
言
-
｡
ま
た

｢柳
宗
元
が
-
-
地
方
に
生
き
､
む
し

ろ
地
方
の
風
物
を
内
的
に
歌
い
得
た
詩
を
作

っ
て
い
る
の
に
封
し
､

韓
恵
が
遂
に
そ
う
い
う
詩
を
作
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
､

地
方
に
封
す
る
根
本
的
な
態
度
の
相
違
が
み
ら
れ
る
｡
韓
愈
に
と
っ

て
､
潮
州
の
如
き
､
中
国
文
化
の
ゆ
き
わ
た
ら
な
い
野
轡
の
地
で
あ

り
､
こ
れ
を
平
等
な
存
在
と
し
て
み
る
こ
と
は
､
そ
の
差
別
的
秩
序

感
が
許
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｣

(
二

一
⊥
二
頁
)
と
言
う
指
摘
な

ど
､
こ
と
の
曹
否
は
別
に
し
て
､
案
外
こ
れ
ま
で
の
研
究
者
が
見
過

ご
し
て
き
た
鮎
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

｢平
安
時
代
に
於
る
白
居
易
受
容
の
史
的
考
察
｣
か
ら
は
､
と
-

書

評

わ
け
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
｡
菅
原
道
真
が
､
そ
の
書
斎

に

『
自
民
文
集
』

の
膨
大
な
語
費
カ
ー
ド
を
頼
し
て
い
た
こ
と

(三

二
六
頁
)､
平
安
時
代
､
｢(新
禁
府
)
が
幼
撃
書
と
し
て
使
用
さ
れ
て

い
た
と
推
測
さ
れ
｣
る
こ
と

(三
三
〇
～
一
貫
)
な
ど
､
少
な
-
と
も

評
者
に
は
新
知
識
で
あ
っ
た
｡

紙
幅
の
関
係
も
あ
-
､
以
下
､
評
者
の
意
見
と
感
想
を
い
-
つ
か

述
べ
て
､
書
評
の
責
め
を
ふ
さ
ぐ
こ
と
に
す
る
｡

現
在
の

『韓
昌
泰
集
』
に
は
'
青
年
期
の
韓
愈
が
時
の
権
力
者
宛

に
書
い
た
教
通
の
自
薦
の
手
紙
が
収
め
ら
れ
て
い
る
｡
｢
こ
う
い
う

種
類
の
文
章
を
乞
食
の
文
章
と
し
て
､
極
端
に
軽
蔵
｣
す
る
見
方
に

封
し
､
著
者
は
､
こ
れ
ら
は

｢
元
来
､
韓
愈
の
品
性
の
高
下
と
は
何

の
関
係
も
な
い
｡
む
し
ろ
､
彼
が
こ
-
い
う
文
章
を
書
-
こ
と
に
よ

っ
て
､
文
学
生
活
の
出
挙
鮎
と
し
た
､
そ
の
悲
劇
性
に
こ
そ
､
む
し

ろ
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｣
､
｢
そ
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
､
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
が
っ
て
い
た
と
み
て
も
よ
い
｣
(
一
七
～
八
頁
)
と
い
う
｡

偉
力
者
に
娼
び
た
手
紙
を
書
い
た
こ
と
が
韓
愈
の
品
性
と
か
か
わ

ら
な
い
と
す
る
著
者
の
意
見
に
は
､
評
者
も
賛
成
す
る
が
､
そ
の
悲
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劇
性
に
注
目
せ
よ
と
す
る
こ
と
に
は
､
疑
問
を
感
ず
る
｡
な
ぜ
な
ら
'

昔
時
､
権
力
者
に
自
分
を
責
-
こ
む
手
紙
を
書
-
こ
と
は
'
ご
-

一

般
的
な
こ
と
で
あ
っ
て
､
な
に
も
韓
愈
に
か
ぎ

っ
た
こ
と
で
は
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
｡
韓
愈
に
し
て
も
､
愉
快
で
は
な
か
っ
た
に
せ
よ
､

罪
悪
感
に
さ
い
な
ま
れ
つ
つ
書
い
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
｡
官

人
社
食
で
生
き
て
行
-
以
上
'
氏
自
身
も
別
の
と
こ
ろ
で
指
摘
し
て

お
ら
れ
る
よ
う
に
､

｢門
地
も
な
い
者
と
し
て
､

そ
れ
な
-
し
て
は

祉
合
に
生
き
る
こ
と
す
ら
出
来
な
い
｣
韓
愈
の
よ
う
な
人
間
が
､
権

力
者
や
上
司
に
対
し
て
､
積
極
的
に
頁
-
こ
み
の
手
紙
を
書
-
こ
と

は
､
む
し
ろ

｢人
間
の
生
き
る
樺
利
を
充
分
に
吏
揮
し
た
｣
(
二
一五

貢
)
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
｡

貞
元
十
八
年
､
三
十
五
歳
に
な
っ
た
韓
愈
は
園
子
監
四
門
博
士
と

な
-
､
｢閑
職
で
は
あ

っ
た
が
'
初
め
て
中
央
に
職
を
得
｣
(四
三
頁
)､

そ
の
翌
年
七
月
に
は
監
察
御
史
に
な
る
｡
氏
が

｢京
兆
武
功
尉
を
経

て
-
…
監
察
御
史
を
拝
｣
し
た
(四
五
頁
)
と
す
る
の
は
､
韓
愈
の
同

輩
だ
っ
た
張
署
の
経
歴
と
混
同
し
た
も
の
｡
韓
愈
の
手
に
な
る
張
署

の
墓
誌
銘
は
､
『安
治
通
鑑
』
(貞
元
十
九
年
十
二
月
)
の
胡
三
省
注
に

引
か
れ
て
お
-
'
お
そ
ら
-
そ
れ
を
韓
愈
の
経
歴
と
勘
違
い
さ
れ
た

の
で
あ
ろ
-
.
そ
の
監
察
御
史
に
な
る
直
前
に
､
韓
愈
は
'
京
兆
ヂ

李
賓
に
封
し
て
'
自
薦
の
手
紙

｢李
筒
書
に
上
る
書
｣
を
書
き
､
｢未

だ
'
赤
心
有
-
て
上
に
事
え
､
図
を
憂
う
る
こ
と
家
の
如
-
す
る
こ

と
､
閣
下
の
如
き
者
を
見
ず
｣
と
､
相
手
を
持
ち
上
げ
て
い
る
｡
こ

の
年
は
正
月
か
ら
七
月
ま
で
雨
が
降
ら
ず
､

｢種
は
土
に
入
ら
ず
､

野
に
青
草
無
し
｣

と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
､

｢盗

賊
敢
え
て
起
こ
ら
ず
､
穀
債
敢
え
て
貴
か
ら
ざ
る
｣
は
､
す
べ
て
李

寛
の
お
蔭
だ
と
ま
で
褒
め
ち
ぎ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
が

『資
治
通
鑑
』
に
よ
れ
ば
､
李
賓
は

｢今
歳
早
な
-
と
雄
も
､
禾
苗

甚
だ
美
な
-
｣
と
言
上
し
た
た
め
､
租
税
の
減
免
が
行
わ
れ
ず
､
た

め
に

｢人
は
窮
し
て
屋
を
壊
し
､
瓦
木

･
穿
苗
を
費
-
て
､
以
て
官

お
さ

に
輪
む
る
に
至
る
｣

(四
六
頁
の
書
き
下
し
に
は
誤
-
あ
-
)
あ
-
さ
ま

で
あ

っ
た
｡
監
察
御
史
に
な
っ
た
韓
愈
は
､

l
韓
し
て
､
税
銀
等
の

延
納
を
求
め
る
上
疏
を
し
た
が
'
逆
に
幸
臣
に
議
言
さ
れ
て
､
陽
山

の
令
に
左
遷
さ
れ
て
し
ま
-
0

こ
の
相
反
す
る
二
つ
の
文
に
対
し
､
氏
は
次
の
よ
-
に
論
評
す
る
｡

｢
も
し
上
書
の
と
き
ま
で
に
､
そ
の
人
物
に
対
し
て
正
常
な
許
債
を

加
え
得
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
､
そ
れ
は
恐
る
べ
き
不
明
を
暴
露
す
る
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こ
と
に
な
る
L
t
ま
た
'
も
し
李
糞
の
人
柄
に
つ
い
て
充
分
の
認
識

を
も
ち
な
が
ら
､
し
か
も
､
上
述
の
内
容
を
も
つ
上
書
を
敢
え
て
な

し
た
と
す
れ
ば
､
い
か
ほ
ど
の
美
辞
が
あ
ろ
う
と
も
､
官
に
汲
々
た

る
俗
人
と
し
て
の
批
判
を
甘
受
せ
ざ
る
を
え
な
い
｡
｣
(四
七
貢
)

韓
愈
が
念
願
か
な
っ
て
四
門
博
士
と
い
う
中
央
の
官
職
に
就
い
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
'
す
ぐ
に
辞
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
事
情
は
よ
-

分
か
ら
な
い
｡
そ
の
彼
が
､
再
び
自
分
を
頁
-
こ
む
た
め
に
､
麿
王

朝
の
一
族
で
偉
力
の
座
に
あ
る
李
寛
に
対
し
て
美
辞
を
連
ね
た
と
し

て
も
'

別
の
箇
所
に
見
え
る
氏
の
言
葉
を
借
-
れ
ば
､

｢
そ
う
い
う

行
為
を
全
鰹
と
し
て
見
る
と
き
'
そ
こ
に
人
間
の
や
む
を
え
ざ
る
替

み
が
あ
る
｣

の
で
あ
-
､

｢人
間
の
生
き
る
権
利
を
充
分
に
頚
揮
し

た
｣
(
二
一五
頁
)
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
｢官
に
汲
々

た
る
俗
人
と
し
て
の
批
判
｣

を
す
る
こ
と
は
た
や
す
い
が
､

｢あ
と

が
き
｣
に
も
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

｢官
入
社
合
と
い
う
基
盤
と
切

-
離
さ
れ
た
文
人
は
あ
-
得
な
い
と
い
う
基
本
的
認
識
｣
に
立
っ
て
､

も
う
少
し
ド
ラ
イ
な
分
析
を
し
て
み
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ

う
か
｡

さ
て
､
本
書
を
通
読
す
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
､
太
田
氏
が
大
き
な

書

評

影
響
を
受
け
た
の
は
'
｢
マ
ッ
ク
ス
･
ウ
ェ
ー
バ

ー
の
中
国
社
合
に

封
し
て
加
え
た
宗
教
社
骨
学
的
考
察

の
成
果
で
あ
る

『儒
教
と
道

教
』
｣
(あ
と
が
き
)
で
あ
っ
た
O
た
と
え
ば
､
病
気
の
順
宗
を
擁
し
て

急
激
な
改
革
を
進
め
よ
う
と
し
て
失
敗
し
た
王
佐

･
王
叔
文
の
評
債

に
関
し
て
は
'
｢
ウ
ェ
ー
バ
ー
の

〔猪
裁
薯
の
合
理
的
な
る
俸
統
破

壊
的
な
る
専
制
主
義
〕
と
い
う
表
現
が
最
も
適
確
で
あ
ろ
う
｣
(五
四

五
)
と
言
う
｡
憲
宗
に
よ
る
唐
室
の
中
興
を
就

っ
た
韓
愈
の

｢
元
和

聖
徳
詩
｣
に
は
'
韓
愈
の
儒
教
的
秩
序
感
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る

と
し
た
上
で
'
中
国
の
正
統
的
講
書
人
に
は

〔私
人
の
い
の
-
な
る

も
の
が
存
在
し
な
か
っ
た
〕
と
す
る
ウ
ェ
ー
バ

ー
の
説
を
紹
介
し
､

彼
ら
の

｢宗
教
の
公
的
性
格
を
正
確
に
も
指
摘
し
た
｣
(五
六
～
七
貢
)

と
高
-
評
債
す
る
｡
こ
う
し
た
引
用
は
､
ウ
ェ
ー
バ

ー
に
あ
ま
り
熟

し
て
い
な
い
読
者
に
は
､
か
え
っ
て
理
解
を
さ
ま
た
げ
る
結
果
に
な

る
場
合
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
た
と
え
ば
二
王
の
評
債
に

関
し
て
､
な
ぜ
ウ
ェ
ー
バ

ー
の
難
解
な
表
現
を
わ
ざ
わ
ざ
借
り
て
-

る
必
要
が
あ
る
の
か
､
筆
者
に
は
解
せ
な
い
｡
も
し
そ
れ
が

｢最
も

適
確
｣
だ
と
い
う
な
ら
､
も
う
少
し
説
明
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
'

著
者
の
意
圏
は
十
分
に
は
俸
わ
ら
な
い
で
あ
ろ
う
｡
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第
四
十
八
か

本
書
を
難
解
に
し
て
い
る
も
う

一
つ
の
要
素
は
､
文
人
た
ち
の
精

神
生
活
の
内
面
を
､
で
き
る
か
ぎ
-
彼
ら
自
身
の
言
葉

(詩
文
)
に
よ

っ
て
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
｡
詩
の
場
合
は
､
原
詩

の
下
に
書
き
下
し
を
つ
け
､
散
文
の
場
合
は
､
書
き
下
し
だ
け
で
､

原
文
は
示
さ
な
い
O
そ
の
際
､
]%
文
は
も
ち
ろ
ん
説
明
も
ほ
と
ん
ど

省
略
さ
れ
て
い
る
た
め
'
書
き
下
し
文
の
意
味
が
に
わ
か
に
は
つ
か

め
な
い
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
｡
た
と
え
ば
韓
愈
の

｢東
都
遇
春
｣

詩
の
次
の
四
句
､
(荒
乗
)
や

(豪
横
)
の
説
明
が
な
け
れ
ば
'

1

漬
し
て
た
だ
ち
に
詩
の
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
は
'
専
門
家
で
も
容

易
で
は
あ
る
ま
い

(十
一
貫
)｡

荒
乗
不
知
疲

荒
夷
､
疲
る
る
を
知
ら
ず

酔
死
宣
辞
病

酔
死
､
豊
に
病
を
辞
せ
ん
や

た
ん

飲
敬
惟
所
便

飲

敬､惟
だ
便
と
す
る
と
こ
ろ

文
章
俺
豪
横

文
章
､
豪
横
に
侍
る

ま
た
こ
れ
ら
韓
愈
詩
の
書
き
下
し
文
は
､
久
保
天
随

『韓
退
之
詩

集
』
(綬
園
詳
漢
文
大
成
)
に
擦

っ
て
い
る
が
､

氏
が
そ
の
こ
と
を
注

記
し
な
い
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
｡

ち
な
み
に
久
保
天
随
は
､

(荒

乗
)
を

｢あ
ち
ら
こ
ち
ら
と
勝
手
に
馬
を
乗
-
廻
は
し
て
｣
､
(豪
横
)

を

｢豪
快
縦
横
な
る
こ
と
｣
と
謬
し
て
い
る
｡

散
文
の
例
も
挙
げ
て
お
こ
う
｡

｢個
に
沈
潜
し
､

内
部
に
徹
し
ょ

う
と
す
る
の
で
は
な
-
､
政
治
に
生
涯
の
す
べ
て
を
か
け
よ
う
と
し

た
柳
宗
元
｣
が
t
へ利
)
に
関
し
て
孔
子
を
孟
子
と
比
較
し
た

｢重

商
｣
の
な
か
の
一
文

(
一
五
六
貢
)'

あ
だ

｢幸
に
下
を

椀

に

せ
ず
し
て
以
て
其
の
政
を
成
し
､
交
う
る
に
其

の
大
利
を
得
､
吾
が
言
巳
む
を
得
ざ
る
の
み
'
何
の
暇
あ

っ
て
従
容

と
し
て
孟
子
の
若
-
な
ら
ん
や
｣

こ
の
書
き
下
し
で
は
､
柳
宗
元
が
い
っ
た
い
何
を
言
お
う
と
し
た

の
か
､
議
事
に
分
か
る
は
ず
が
な
い
O
参
考
ま
で
に
鵜
飼
石
膏
の
訓

を
淘
げ
て
お
-
0

た
わ

｢幸
い
に
し
て
下
に

挟

ま

ず
し
て
､
以
て
其
の
政
を
成
さ
ば
､
交

ご
も
其
の
大
利
を
得
て
ん
｡
吾
が
言
己
む
こ
と
を
得
ざ
る
の
み
､
何

の
畷
あ
っ
て
か
従
容
た
る
こ
と
孟
子
の
若
-
な
ら
ん
や
｣

も
ち
ろ
ん
こ
れ
だ
け
で
も
わ
か
-
に
-
い
の
で
あ

っ
て
､
｢吏
商
｣

が
汚
更
の
商
と
廉
吏
の
商
を
比
較
し
て
､
結
局
は
後
者
の
方
が
大
き

な
利
益
を
あ
げ
る
こ
と
を
述
べ
た
文
で
あ
る
こ
と
を
説
明
せ
ず
に
､

い
き
な
-
こ
の
一
段
だ
け
を
引
用
す
る
こ
と
に
､
そ
も
そ
も
無
理
が
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あ
っ
た
の
で
あ
る
｡
原
文
も
注
樺
も
つ
け
ず
に
書
き
下
し
文
だ
け
で

論
を
進
め
る
つ
も
-
な
ら
､
読
者
の
た
め
に
そ
れ
な
-
の
工
夫
を
し

て
お
い
て
は
し
か
っ
た
｡

ま
た
テ
ク
ニ
カ
ル
･
タ
ー
ム
に
つ
い
て
､
し
ば
し
ば
そ
の
概
念
規

定
が
さ
れ
な
い
ま
ま
に
使
わ
れ
る
こ
と
も
､
本
書
を
讃
み
難
-
さ
せ

る

一
因
と
な
っ
て
い
る
｡
た
と
え
ば
王
叔
文
が
国
政
を
牛
耳
る
た
め

に

'
(
内
薫
)
や

(
外
業
)
の
損
大
を
は
か
っ
た
こ
と
を
説
-
部
分

(
一
八
七
～
九
㌧
一
九
五
頁
)
な
ど
､
お
ぼ
ろ
げ
に
は
分
か
る
も
の
の
､

や
は
-

(
内
薫
)

(
外
業
)
の
違
い
を
読
者
に
明
確
に
説
明
す
べ
き

で
あ
ろ
う
｡
な
お
､
柳
宗
元
の

｢迭
崖
葦
序
｣
に

｢余
崖
君
に
於
て

通
家
の
奮
､
外
薫
の
睦
有
-
｣
と
あ
る
の
を
引
い
て
､

氏
が

｢(
外

業
)

と
い
う
か
ら
に
は
'

家
同
士
と
か
い
う
､

古
-
か
ら
の
つ
き

合
い
に
よ
る
友
人
た
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
と
み
て
も
よ
い
で
あ
ろ

う
｣
と
す
る
の
は
誤
-
で
あ
る
｡
こ
の
場
合
の

(外
薫
)
は
､
柳
氏

が
崖
氏
と
姻
戚
関
係
に
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
っ
て
'
氏
の

言
葉
は

(
通
家
)
の
方
に
施
す
べ
き
解
説
で
あ
っ
た
.

事
資
に
反
す
る
記
述
が
ま
ま
見
ら
れ
る
の
も
残
念
で
あ
る
O
韓
愈

が
潮
州
に
左
遷
さ
れ
る
途
中
､

｢偶
然
に
遠
地
で
柳
宗
元
に
逢

っ
て

書

評

は
-
-
再
合
を
喜
ん
で
い
る
｣
(
二

〇
頁
)
な
ど
と
い
う
首
を
か
し

げ
た
-
な
る
よ
う
な
記
述
が
あ
る
o
韓
愈
の

｢滑
別
元
十
八
協
律
｣

詩
第
三
首
を
謀
議
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
が
､
普
時
柳
州
に
い
た
柳

宗
元
に
逢
え
る
は
ず
が
な
い
こ
と
は
'
地
圏
を
虞
げ
て
み
る
ま
で
も

な
い
こ
と
で
あ
る
｡
ま
た

｢流
謡
地
永
州
に
於
る
柳
宗
元
を
内
か
ら

支
え
た
｣
｢呂
握
は
こ
の
と
き
遠
-
離
れ
て
遺
州
刺
史
の
任
に
あ

っ

た
｣
(
一
五
七
頁
)
と
い
う
の
も
､
お
か
し
い
｡
遠
州
は
永
州
の
す
ぐ

南
隣
-
な
の
で
あ
る
｡

最
後
に
､
原
文
の
引
用
の
仕
方
に
つ
い
て
'
少
し
意
見
を
述
べ
て

お
き
た
い
｡

ま
ず
'
対
句
や
押
竜
を
無
税
し
た
引
用
が
し
ば
し
ば
あ
る
こ
と
O

た
と
え
ば
柳
宗
元
の

｢弔
屈
原
文
｣
か
ら

｢余
再
び
逐
わ
れ
て
湘
に

浮
び
､
先
生
の
沼
尾
を
求
む
｣

の
二
句
が
抜
き
出
さ
れ
る

(二
三
六

貢
)｡
し
か
し
こ
の
原
文
は
､
そ
の
前
後
の
句
も
含
め
て
挙
げ
る
と
'

｢後
先
生
蓋
千
把
今
､
余
再
逐
而
浮
粥
｡
求
先
生
之
洞
羅
今
､
撃
番

若
以
薦
芳
｣
と
な
っ
て
お
-
､
(
潤
)
と

(
芳
)
が
押
寵
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
､

｢余
再
び
｣

の
句
は
上
の
句
に
､

｢先
生
の
｣
の
句
は
下
の
句
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
｡
そ
の
他
､
柳
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第
四
十
入
射

宗
元
の

｢異
公
院
五
詠

(曲
講
堂
)
｣

の
後
半
の
五
句
を
引
い
た
-

(二
四
三
頁
)､

自
居
易
の

｢達
哉
楽
天
行
｣
の
最
後
の
三
句
を
引
い

た
-

(三
六
七
頁
)
さ
れ
る
場
合
も
同
様
で
あ
る
｡

引
用
に
し
ば
し
ば
誤
脱
､
謀
議
が
目
立
つ
の
も
､
束
が
か
-
で
あ

る
｡

た
と
え
ば
'

典
元
済
討
伐
に
関
す
る
韓
愈
の

｢論
准
西
事
宜

状
｣
を
引
用
し
た
箇
所

(八
七
頁
)､

脅
時
中
書
舎
人
で
あ

っ
た
韓
愈
も
-
-

｢陛
下
之
を
持
す
る
こ

と
堅
か
ら
ず
牛
途
に
し
て
罷
む
｣
と
､

そ

の
決
意
を
促
し
､

｢
お
も
え
ら
-
､

涯
西
三
中
州
､

残
弊
困
劇
の
飴
､

し
か
し

て
天
下
の
全
力
も
て
常
た
れ
ば
､
其
の
破
敗
は
立

っ
て
待

つ
べ

し
｣
や
'

｢
-
-
苛
務
因
循
､

-
-
･戒
を
傷
損
す
る
の
重
き
を

惜
し
ま
ず
､
困
-
て
其
の
請
有
ら
ば
､
便
ち
議
し
て
兵
を
罷
め

し
む
-
-
｣
と
い
う
批
判
を
下
し
た
｡

ま
ず

｢陛
下
～
罷
む
｣
で
は
､
憲
宗
に

(
決
意
を
促
す
)
意
味
に

は
な
ら
な
い
｡
こ
こ
は

｢陛
下
-
-
･半
途
に
し
て
罷
ま
ば
､
戒
を
傷

つ
け
費
を
損
な
い
て
､
弊
を
為
す
こ
と
必
ず
深
か
ら
ん
｣
ま
で
引
-

べ
き
で
あ

っ
た
｡
次
の

｢
お
も
え
ら
-
｣
以
下
の
原
文
は
､
氏
が
操

ら
れ
た
は
ず
の
東
雅
堂
本
(五
頁
註
4
に
見
え
る
)
で
は

｢況
以
三
中
州

残
弊
国
劇
之
除
､
而
普
天
下
之
全
力
｡
其
破
敗
可
立
而
待
也
｣
で
あ

る
｡

(
お
も
え
ら
-
､
准
西
)
に
相
常
す
る
原
文
が
な
-
'

逆
に
原

文
に
あ
る

(
況
以
)
の
二
字
が
書
き
下
し
文
に
な
い
の
は
､
察
す
る

に

『賀
治
通
鑑
』
元
和
十
年
五
月
に
引
-
韓
愈
の
上
書
に
擦
ら
れ
た

か
ら
で
あ
る
｡
｢苛
務
田
循
｣
で
は
意
味
不
明
｡
(
苛
)
の
字
は

(萄
)

の
誤
植
で
あ
る
｡
｢戒
を
傷
損
-
-
｣
以
下
は
'
｢威
重
を
傷
損
す
る

こ
と
を
惜
し
ま
ず
､
其
の
請
う
こ
と
有
る
に
困
-
て
､
便
ち
兵
を
罷

め
ん
こ
と
を
議
す
｣
と
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
氏
が
せ
め
て
鵜
飼
石

膏
の
訓
鮎
を
参
照
し
て
お
ら
れ
た
ら
､
こ
の
よ
う
な
誤
読
は
避
け
ら

れ
た
は
ず
で
あ
る
｡

毒
執
誼
が

｢(異
相
)
と
い
わ
れ
る
徳
宗
の
寵
愛
｣
を
受
け
た
(
一

八
七
頁
)
と
さ
れ
る

『蓉
麿
書
』
葦
執
誼
侍
の
原
文
は
､
｢徳
宗
尤
寵

異
'
相
異
唱
和
歌
詩
｣
で
あ

っ
て
､
ど
-
し
て
氏
の
よ
-
な
讃
み
方

が
で
き
る
の
か
'
理
解
に
苦
し
む
｡
ま
た

『新
鹿
書
』
武
元
衡
侍
を

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

引
い
て
'
｢骨
組
載
徳
は
則
ち
天
皇
后
の
族
弟
｣
(二
1
九
頁
)
と
訓
ま

れ
る
の
は
､
も
ち
ろ
ん

｢則
天
皇
后
｣
の
誤
-
で
あ
る
｡

こ
の
ほ
か
本
書
に
収
め
る
に
あ
た
っ
て
新
た
に
付
け
ら
れ
た

｢漢

語
の
音
訓
の
ル
ビ
｣

に
も
､

時
に
誤
-
が
見
ら
れ
る
｡

た
と
え
ば
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｢愚
蕎
｣
(二
〇
五
頁
)
の
昔
は

へ
ぐ
し
ょ
う
)
で
あ
っ
て
'
へ
ぐ
し
ゆ

ん
)
で
は
な
い
し
､
｢政
教
｣
(二
1
0
頁
)
の
音
は

(
こ
う
う
つ
)
で

あ

っ
て
､
(
こ
う
い
)
で
は
な
い
｡
ま
た

｢部
｣
(二
七
〇
頁
)
の
音
が

(
こ
)
で
は
な
-
､
八
が
-
)
と
な
っ
て
い
る
の
は
､

最
初
に
章
表

さ
れ
た
時
の
誤
-
が
正
さ
れ
な
い
ま
ま
残

っ
た
例
で
あ
る
｡

本
書
は
､
史
学
専
攻
の
著
者
に
よ
っ
て
､
文
寧
研
究
者
に
は
な
い

切
れ
味
の
鋭
い
分
析
が
随
所
に
示
さ
れ
た
好
著
で
あ
る
｡
そ
れ
だ
け

に

､
つ
ま
ら
ぬ
､,､
ス
や
誤
植

･
謀
議
が
散
見
す
る
の
は
､
甚
だ
盈
念

で
あ
る
｡
先
学
に
封
し
て
､
失
鰻
を
も
顧
み
ず
､
敢
え
て

｢吹
毛
求

症
｣
の
一
文
を
草
し
た
次
第
で
あ
る
｡
妄
言
多
謝
｡

(
一
九
九
四
二

･
1
四
)

(立
命
館
大
学

寛

文
生
)

書

評


