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『
論
語
』
　
の
　
隠
逸
に
　
つ
　
い
　
て

中
国
思
想
史
上
、
提
逸
の
存
在
は
特
異
で
あ
る
。
彼
ら
は
反
社
合
的
な

言
辞
を
は
き
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
在
り
方
を
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
現
に
『
後
漢
書
』
が
逸
民
博
を
た
て
て
い
る
の
を
は
じ
め
と
し
て
、

多
数
の
正
史
が
こ
の
よ
う
な
存
在
者
の
た
め
に
立
侍
し
て
い
る
だ
け
で

な
く
、
い
わ
ゆ
る
経
書
と
い
わ
れ
る
書
物
の
中
に
も
隠
逸
的
な
存
在
を

賞
賛
す
る
文
が
多
数
散
見
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
見
反
社
命

的
と
も
見
え
る
隠
逸
が
、
賓
は
中
國
専
制
社
命
の
論
理
と
矛
盾
し
な
い

も
の
を
持
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
既
に
述

(
1
)

べ
た
こ
と
が
あ
る
。
中
國
思
想
史
上
に
お
け
る
隠
逸
の
こ
の
よ
う
な
姿

を
明
確
に
す
る
た
め
に
は
や
は
り
そ
の
歴
史
的
な
推
移
を
た
ど
ら
ね
ば

な
ら
な
い
。
隠
逸
の
思
想
は
魂
晋
時
代
に
最
も
隆
盛
を
ほ
こ
っ
た
と
思

わ
れ
、
多
数
の
隠
逸
に
関
す
る
記
述
が
見
ら
れ
る
。
『
後
漢
書
』
　
に
逸

民
侍
が
た
て
ら
れ
た
の
も
、
こ
の
よ
う
な
背
景
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま

論
語
の
隠
逸
に
つ
い
て
(
下
見
)

下
　
　
見
　
　
隆
　
　
雄

い
。
そ
こ
で
漠
・
後
漠
を
通
し
て
魂
晋
に
至
る
隠
逸
の
姿
の
欒
蓮
を
明

確
に
す
る
こ
と
が
、
中
國
思
想
史
上
の
隠
逸
の
位
置
を
把
捉
す
る
第
一

段
階
と
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
前
段
階
と
し
て
、
隠
逸

に
つ
い
て
考
察
さ
れ
る
場
合
に
必
ず
あ
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
　
『
論

語
』
　
の
中
の
そ
れ
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

『
論
語
』
中
の
憲
問
・
徴
子
篇
に
は
一
見
反
孔
子
的
な
人
物
達
が
登

場
す
る
文
が
い
く
つ
か
見
え
て
お
り
、
こ
れ
ら
に
封
す
る
あ
つ
か
い
が

し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
従
来
こ
れ
ら
は
一
つ
一
つ
に
よ

く
検
討
が
加
え
ら
れ
な
い
ま
ま
に
、
同
じ
性
格
の
資
料
と
し
て
き
わ
め

て
類
型
的
に
あ
つ
か
わ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
、
と
く
に
憲
問
篇
と
教

子
篇
と
の
そ
れ
は
か
な
り
性
格
の
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て

は
看
過
さ
れ
て
来
た
き
ら
い
が
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の

資
料
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
う
え
で
、
孔
子
の
立
場
や
思
想
と
の
関

連
を
通
し
て
、
従
来
の
説
の
看
過
し
た
も
の
を
い
さ
さ
か
お
ぎ
な
お
う

.
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と
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
紙
数
の
都
合
で
、
こ
の
よ
う
な
思
想
の
成

立
時
期
に
つ
い
て
の
考
察
の
部
分
に
ま
で
は
至
れ
な
か
っ
た
。

.

『
論
語
』
　
の
中
で
、
隠
逸
と
孔
子
の
出
合
い
を
記
し
た
も
の
が
、
憲

問
教
子
雨
篇
に
見
え
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
そ
の
特
異
性
が
し
ば
し
ば

論
じ
ら
れ
た
。

先
ず
、
憲
問
篇
の

放
生
畝
謂
孔
子
日
、
丘
何
為
是
栖
栖
老
輿
、
無
乃
烏
侯
乎
、
孔
子

日
、
非
敢
為
侯
也
、
疾
固
也
、

に
注
目
し
て
み
ょ
う
。
さ
て
こ
の
放
生
畝
を
隠
逸
者
と
断
定
す
る
に
は

問
題
が
存
す
る
。
放
生
畝
な
る
人
物
が
孔
子
の
行
動
と
思
想
に
封
す
る

批
列
を
し
て
い
る
の
は
わ
か
る
が
、
賓
は
こ
の
よ
う
な
言
を
は
く
放
生

畝
自
身
が
、
い
か
な
る
生
活
を
し
て
い
る
人
物
か
わ
か
ら
な
い
し
、
ど

ん
な
思
想
の
持
主
か
明
確
に
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
隠
逸

で
あ
る
の
か
ど
う
か
、
こ
れ
だ
け
で
は
簡
単
に
断
じ
ら
れ
な
い
。
何
畳

さ
え
も
こ
れ
に
つ
い
て
は
明
確
に
し
て
は
い
な
い
。
耶
馬
が
疏
で
「
教

生
畝
隠
士
之
姓
名
也
」
と
云
い
、
朱
子
も
「
蓋
有
歯
徳
而
隠
者
」
と
云

う
に
至
っ
て
、
隠
士
又
は
隠
者
と
い
う
呼
び
方
が
見
え
る
に
す
ぎ
な
い

の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
微
子
岩
に
見
え
る
長
狙
・
粟
溺
や
荷
篠
の
文

人
な
ど
と
同
じ
よ
う
に
、
孔
子
が
理
想
の
賓
現
の
た
め
に
努
力
す
る
態

度
に
つ
い
て
批
判
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
微
子
篇
の
彼
ら
が
、
そ
れ

二

(
2
)

と
わ
か
る
よ
う
な
隠
逸
的
生
活
環
境
に
在
る
こ
と
な
ど
か
ら
類
推
さ
れ

た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
放
生
畝
を
隠
者
と
す
る
考
え
方
は
決
っ
し
て
古

く
は
な
い
。
厳
密
に
云
う
な
ら
、
貿
際
に
は
隠
逸
的
生
活
を
し
て
い
な

く
て
も
、
孔
子
の
よ
う
に
、
特
定
の
思
想
の
貿
現
の
た
め
に
力
を
轟
く

そ
う
と
す
る
人
間
に
封
し
て
は
、
批
列
的
言
辞
を
あ
び
せ
る
人
間
も
多

数
居
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
徴
生
畝
も
そ
の
よ
う
な
人
物
の
一
人
で
あ
っ

た
に
過
ぎ
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
権
力
の
堤
系
か
ら
は
ず
れ
た
存
在

で
あ
り
、
正
し
さ
を
追
求
す
る
こ
と
を
忘
れ
た
人
々
や
、
道
の
行
な
わ

れ
な
い
こ
と
を
疑
う
力
の
庇
痺
し
て
し
ま
っ
た
現
質
に
封
し
て
は
孔
子

と
同
じ
よ
う
に
批
判
的
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
積
極
的
に
改
革
し
ょ

う
と
す
る
者
と
そ
う
で
な
い
者
と
の
相
違
を
考
慮
す
れ
ば
、
一
應
後
者

的
で
は
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
う
い
う
特
性
を
考
慮
す
れ
ば
、
反
孔
子
的
と

い
う
こ
と
で
、
隠
逸
の
名
を
促
に
輿
え
て
み
る
こ
と
も
で
き
な
い
こ
と

で
は
あ
る
ま
い
。
た
だ
こ
こ
で
教
生
畝
が
注
目
さ
れ
る
の
は
、
彼
が
賃

際
に
提
逸
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
鮎
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
隠
逸

的
言
辞
を
は
い
た
、
そ
れ
も
多
分
一
時
的
に
で
あ
る
と
い
う
鮎
に
限
ら

れ
る
の
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
意

味
に
お
い
て
、
同
茄
の

子
路
宿
於
石
門
、
晨
門
日
、
英
日
、
子
路
日
、
自
孔
氏
、
日
、
是

知
其
不
可
而
為
之
老
興
、

も
注
目
さ
れ
る
。
た
だ
こ
こ
で
の
人
物
は
晨
門
の
職
に
あ
る
と
列
明
す

る
鮎
が
前
者
と
異
な
る
。
こ
れ
に
封
し
て
も
何
畳
は
や
は
り
隠
逸
で
あ
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る
と
は
云
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
隠
逸
の
名
を
興
え
て
い
る
の
は
、
前

者
と
同
じ
く
邪
日
丙
や
朱
子
な
ど
の
宋
代
の
學
者
で
あ
る
。
世
の
中
の
こ

と
に
積
極
的
に
関
わ
る
こ
と
を
無
益
な
こ
と
と
す
る
考
え
方
を
持
っ
て

い
る
と
こ
ろ
が
、
思
想
的
に
は
隠
逸
的
で
あ
る
と
云
え
よ
う
。
こ
の
場

合
、
孔
子
が
讃
ら
れ
た
か
ど
う
か
、
む
し
ろ
孔
子
の
理
想
主
義
に
封
し

(
2
)

て
同
情
し
た
と
見
る
見
方
も
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
断
定
は
で
き

な
い
が
、
少
く
と
も
孔
子
の
立
場
や
思
想
と
は
封
立
的
で
あ
る
こ
と
を

注
目
し
た
い
。
炎
に

子
繋
賀
於
街
、
有
荷
箕
而
過
孔
氏
之
門
者
、
日
、
有
心
哉
撃
賀

乎
、
既
而
日
、
都
哉
、
醍
荘
乎
、
莫
己
知
也
、
斯
己
而
巳
臭
、
探

則
屑
、
浅
別
掲
、
子
日
、
果
哉
、
末
之
難
臭
、

が
あ
る
。
「
斯
己
而
已
臭
」
　
は
古
注
と
新
注
と
で
は
解
樺
が
異
な
る
。

朱
子
は
「
斯
己
而
巳
央
」
と
見
て
、
こ
こ
の
荷
葵
者
も
隠
士
が
孔
子
を

譲
っ
た
も
の
と
見
て
、
自
分
の
こ
と
を
わ
か
っ
て
く
れ
る
も
の
が
な
け

れ
ば
よ
せ
ば
い
い
と
決
め
つ
け
た
も
の
と
す
る
が
、
何
畳
は
「
此
荘
荘

徒
信
己
而
己
、
言
亦
無
益
也
」
と
云
う
。
古
注
の
考
え
方
の
方
が
原
文

の
意
に
近
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
な
ぜ
な
ら
、
『
詩
経
』
　
の
引
用
の

(
1
)

文
は
、
時
宜
に
随
う
べ
き
こ
と
を
暗
示
す
る
も
の
と
と
れ
よ
う
か
ら
、

両
様
の
解
澤
が
成
立
す
る
と
は
云
え
る
わ
け
で
あ
る
が
、
新
注
の
立
場

は
、
荷
票
者
が
隠
士
で
あ
る
と
の
前
提
に
立
っ
て
の
解
得
で
あ
る
感
が

強
い
し
、
ま
た
餞
大
師
が
唐
石
経
に
よ
っ
て
、
原
文
を
「
斯
己
而
己
央
」

と
し
て
「
宋
儒
誤
讃
斯
己
鳥
以
、
未
発
改
経
文
以
就
己
説
央
」
と
云
っ
て

論
語
の
隠
逸
に
つ
い
て
(
下
見
)

い
る
の
は
憤
怒
に
値
す
る
意
見
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
孔
子
の
社

合
連
帯
に
つ
い
て
の
積
極
的
な
立
場
を
批
列
す
る
と
こ
ろ
は
隠
逸
的
と

云
え
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
む
し
ろ
生
活
の
状
態
も
意
見
も
そ
こ
ま
で

は
至
ら
な
い
い
わ
ゆ
る
常
時
の
へ
そ
ま
が
り
又
は
す
ね
者
と
い
っ
た
感

が
強
い
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
後
に
と
り
あ
げ
る
徴
子
篇
に

登
場
す
る
隠
逸
的
人
物
は
憲
問
茄
の
こ
れ
ら
と
は
本
質
的
に
異
な
る
よ

ぅ
に
思
わ
れ
る
。
津
田
左
右
吉
著
『
論
語
と
孔
子
の
思
想
』
は
、
審
問

篇
の
は
政
子
茄
の
と
は
少
し
ち
が
っ
た
ふ
ん
い
き
が
あ
っ
て
、
後
者
の

は
、
「
孔
子
み
ず
か
ら
道
家
の
思
想
な
り
隠
逸
思
想
な
り
に
同
感
し
た

よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
前
漠
時
代
の
も
の
と
思
わ
れ
る
鮎

が
あ
る
」
(
頁
捌
)
と
云
う
。
繭
茄
に
登
場
す
る
人
物
た
ち
を
隠
逸
と
断

定
し
た
う
え
で
、
両
篇
と
も
道
家
の
資
料
が
混
入
し
た
も
の
と
す
る
立

場
な
ど
を
と
っ
て
以
上
の
よ
う
に
訝
か
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、

全
面
的
に
は
う
な
づ
け
な
い
け
れ
ど
も
、
雨
篇
の
話
の
人
物
は
確
か
に

異
な
っ
た
生
活
環
境
に
在
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
一
應

ぅ
な
づ
け
る
意
見
で
は
あ
る
。
憲
問
篇
の
こ
れ
ら
の
人
物
は
、
隠
逸
的

言
辞
を
は
い
て
は
い
る
が
、
ま
だ
そ
れ
が
隠
逸
的
生
活
基
盤
に
立
っ
て

い
る
と
は
断
言
で
き
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
、
社
合
的
に
人
間
関
係
を
断

絶
し
た
生
活
環
境
に
在
っ
て
云
っ
て
い
る
の
か
、
社
会
的
に
は
在
俗
の

生
活
環
境
に
在
っ
て
、
現
賃
に
封
す
る
一
時
的
不
満
か
ら
、
精
神
的
な

い
し
は
思
想
的
に
そ
の
形
を
整
え
て
膳
逸
的
言
辞
を
は
い
て
い
る
の

か
、
ま
た
よ
く
社
食
に
在
る
い
わ
ゆ
る
す
ね
者
的
言
辞
な
の
か
明
確
で

三
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は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
話
は
、
孔
子
の
行
動
と
思
想
に

批
判
的
な
人
物
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
孔
子
の
思

想
な
い
し
行
動
の
正
統
性
を
顕
示
す
る
資
料
に
さ
え
な
り
得
て
い
る
鮎

も
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
は
ま
た
後
述
し
た

い
が
、
審
問
篇
の
孔
子
を
批
判
す
る
人
物
は
、
隠
逸
的
性
格
を
持
つ
と

は
一
應
云
え
る
け
れ
ど
も
、
宋
代
の
學
者
が
明
言
す
る
ほ
ど
に
隠
逸
者

と
断
定
で
き
る
よ
う
な
人
物
は
い
な
い
こ
と
、
こ
れ
ら
の
登
場
人
物
は

む
し
ろ
孔
子
の
思
想
や
意
見
を
説
明
す
る
た
の
爛
媒
的
な
は
た
ら
き
を

し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
同
茄
の

原
壌
夷
侯
、
子
日
、
幼
而
不
孫
弟
、
長
而
無
述
焉
、
老
面
不
死
、

是
烏
賊
、
以
杖
叩
其
脛
、

も
同
類
の
も
の
と
見
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
朱
子
は
こ
の
原
壕
に
つ
い

て
鴇
「
蓋
老
氏
之
流
、
日
放
於
薩
法
之
外
老
」
と
云
っ
て
、
前
掲
の
人

物
達
と
同
軸
と
見
て
い
る
。
勿
論
こ
の
人
物
に
し
て
も
、
朱
子
の
云
う

よ
う
な
老
氏
の
流
れ
を
く
む
人
物
と
断
定
で
き
る
資
料
は
こ
の
文
の
中

に
は
見
出
さ
れ
な
い
。
朱
子
自
身
も
そ
れ
を
考
慮
し
て
か
「
蓋
」
と
云

つ
.
て
い
る
の
は
注
目
さ
れ
る
。
た
だ
こ
れ
ら
の
鮎
を
考
慮
に
入
れ
る
な

ら
、
や
は
り
こ
の
原
壕
も
前
掲
の
人
物
た
ち
と
同
じ
く
、
孔
子
に
封
立

し
な
が
ら
、
′
孔
子
の
立
場
を
説
明
す
る
効
果
を
提
供
し
て
い
る
。
武
内

義
雄
著
『
論
語
の
研
究
』
は
憲
問
茄
の
も
の
は
儒
家
の
資
料
、
微
子
篇

の
は
道
家
の
資
料
と
い
う
よ
う
に
区
別
し
て
い
る
が
、
資
料
の
求
め
方

に
は
問
題
が
存
す
る
と
し
て
も
、
津
田
説
と
同
じ
く
、
雨
篇
の
相
違
を

四

指
摘
す
る
と
こ
ろ
は
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。

二

次
に
憲
問
第
で
と
り
あ
げ
た
も
の
と
は
異
な
っ
た
意
味
を
持
つ
と
思

わ
れ
る
徴
子
茄
の
も
の
を
と
り
あ
げ
て
み
る
。

楚
狂
接
輿
歌
而
過
孔
子
、
日
、
鳳
今
風
今
、
何
徳
之
衰
也
、
徒
者

不
可
諌
也
、
来
者
猶
可
追
也
、
己
而
巳
而
、
今
之
従
政
老
殆
而
、

孔
子
下
欲
興
之
言
、
趨
而
辟
之
、
不
得
輿
之
言
、

こ
の
説
話
は
『
荘
子
』
人
間
世
篇
に
も
見
え
て
い
て
、
歌
の
内
容
は

こ
れ
よ
り
詳
し
く
な
っ
て
い
る
。
劉
賛
楠
の
正
義
は
『
荘
子
』
に
見
え

る
歌
が
原
文
で
、
『
論
語
』
　
の
も
の
が
こ
れ
に
よ
っ
て
節
引
し
た
と
述

べ
て
い
る
が
、
逆
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
な
に
も
断
定
で
き

る
護
は
見
え
な
い
、
む
し
ろ
『
荘
子
』
に
見
え
る
歌
が
こ
れ
よ
り
詳
し

い
の
は
、
道
家
的
な
立
場
で
孔
子
を
批
列
す
る
た
め
に
創
作
付
加
さ
れ

た
か
ら
と
見
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
、
『
論
語
』
の
こ
こ
の
文
で
は
、

孔
子
が
軽
く
身
を
か
わ
さ
れ
た
か
っ
.
こ
う
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
、

道
家
思
想
に
屈
服
さ
せ
ら
れ
た
よ
う
に
見
え
て
、
道
家
の
資
料
に
依
る

こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
と
も
取
れ
よ
う
が
、
む
し
ろ
道
家
の
資
料
、
特
に

『
荘
子
』
の
か
の
話
に
依
る
の
で
あ
れ
ば
、
『
論
語
』
　
の
こ
こ
で
の
孔

子
は
も
っ
と
相
手
を
強
く
否
定
す
る
よ
う
な
登
場
の
仕
方
を
し
な
け
れ

ば
な
る
ま
い
。
孔
子
の
立
場
や
思
想
に
封
す
る
現
箕
面
で
の
協
力
者
は

結
局
は
弟
子
以
外
に
は
な
か
っ
た
し
、
ま
た
そ
れ
故
に
、
孔
子
が
現
質
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に
多
く
の
苦
難
に
遭
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
狂
接
輿
の
よ
う

な
人
物
を
『
論
語
』
中
に
登
場
さ
せ
る
こ
と
は
、
特
別
孔
子
の
思
想
を

否
定
す
る
こ
と
に
は
な
る
ま
い
し
、
安
際
に
孔
子
自
身
そ
の
よ
う
な
場

に
出
く
わ
し
た
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
っ
た
に
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
話
と
て
『
荘
子
』
の
文
に
よ
っ
て
見
る
か
ら
道
家
思
想
が
優
位
に

立
つ
と
見
え
る
の
で
、
こ
の
話
だ
け
切
り
は
な
せ
ば
、
『
論
語
』
　
の
中

に
あ
っ
て
特
に
孔
子
を
否
定
す
る
特
異
な
資
料
と
は
決
め
つ
け
得
ま

(
5
)

い
。

「
狂
接
輿
」
に
つ
い
て
、
何
畳
は
「
孔
安
國
日
、
接
輿
、
楚
人
也
、
伴

狂
而
東
歌
、
以
欲
感
切
孔
子
也
」
と
い
う
。
接
輿
は
『
荘
子
』
に
は
人

間
世
篇
の
他
に
遥
遠
遊
篇
や
應
帝
王
篇
に
も
見
え
、
『
楚
辞
』
渉
江
・
『
戦

(
6
)

國
策
』
秦
策
な
ど
の
他
に
『
菊
子
』
　
尭
問
・
『
史
記
』
　
宋
教
子
世
家
に

も
見
え
る
隠
者
で
あ
る
。
賓
は
接
興
に
つ
い
て
も
こ
こ
に
は
そ
の
生
活

基
盤
は
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
鮎
で
は
悪
問
茄
の
人
物
た
ち
と
か
わ

ら
な
い
け
れ
ど
も
、
箕
子
と
と
も
に
稀
さ
れ
て
い
る
人
物
で
、
同
じ
よ

ぅ
に
権
力
の
組
織
か
ら
は
離
脱
せ
ん
と
し
た
人
物
で
あ
る
と
の
評
債
が

他
書
に
も
見
え
て
い
る
鮎
が
審
問
篇
の
も
の
と
は
異
な
る
。

次
に
、長

池
突
沸
嫡
而
耕
、
孔
子
過
之
、
使
子
路
問
津
焉
、
…
…
粟
演

目
、
子
爵
誰
、
日
、
爵
仲
由
、
日
、
是
魯
孔
丘
之
徒
興
、
封
日
、

然
、
日
、
潜
治
者
天
下
皆
是
也
、
而
誰
以
易
之
、
且
而
輿
其
従
避

人
之
士
也
、
岩
若
従
避
世
之
士
哉
、
寝
而
不
榎
、
千
路
行
以
告
、
・

論
語
の
隠
逸
に
つ
い
て
(
下
見
)

夫
子
憮
然
日
、
鳥
獣
不
可
異
同
璽
也
、
吾
非
斯
人
之
徒
興
、
而
誰

興
、
天
下
有
道
、
丘
不
興
易
也
、

が
注
目
さ
れ
る
。
長
狙
・
発
薪
の
両
人
に
つ
い
て
は
、
そ
の
言
討
を
に

な
う
生
活
基
盤
が
こ
こ
で
明
確
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
彼
ら
が
隠
逸

者
で
あ
る
と
云
え
る
條
件
の
持
主
で
あ
る
と
わ
か
る
。
こ
の
鮎
が
は
っ

き
り
と
今
ま
で
の
人
物
と
は
登
場
の
仕
方
を
異
に
し
て
い
る
。
人
と
社

台
に
つ
い
て
の
一
家
言
を
持
つ
知
識
人
で
あ
り
な
が
ら
、
世
を
避
け
て

機
構
の
外
に
任
し
、
そ
れ
を
守
る
た
め
に
農
耕
生
活
を
お
く
っ
て
い
る

と
こ
ろ
が
、
あ
く
ま
で
も
人
と
社
台
に
積
極
的
に
関
わ
っ
て
い
こ
う
と

す
る
孔
子
の
立
場
に
封
立
す
る
。
後
世
、
隠
逸
と
云
わ
れ
る
人
々
は
、
こ

ぅ
い
う
人
達
の
流
れ
を
く
む
者
で
あ
っ
た
ろ
う
。
佐
藤
一
郎
氏
の
「
隠

遁
思
想
の
起
源
」
(
『
北
大
文
學
部
紀
要
』
)
や
金
谷
治
氏
の
「
論
語
の
中
の

隠
者
」
(
『
文
化
』
)
は
『
論
語
』
の
隠
者
は
『
荘
子
』
内
茄
に
登
場
す
る

隠
者
達
に
近
く
、
外
征
茄
に
登
場
す
る
よ
う
な
山
林
江
海
の
士
ほ
ど
に

は
タ
イ
プ
化
さ
れ
て
い
な
い
素
朴
さ
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
論
じ
て
居

ら
れ
る
が
、
こ
の
考
え
方
は
う
な
づ
け
る
。
や
は
り
『
論
語
』
の
こ
れ

ら
に
は
、
初
期
隠
逸
者
の
素
朴
な
姿
が
登
場
し
て
い
る
も
の
と
考
え
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
と
同
様
の
人
物
が
登
場
す
る
も
の
に
、

子
路
従
而
後
、
遇
文
人
以
杖
荷
篠
、
子
路
問
日
、
予
見
夫
子
乎
、

丈
人
目
、
四
倍
不
動
、
五
穀
不
分
、
執
爵
夫
子
、
植
其
杖
而
塾
、

子
路
扶
而
立
、
止
子
路
宿
、
殺
難
烏
黍
而
食
之
、
見
其
二
子
焉
、

明
日
子
路
行
以
告
、
子
日
、
隠
者
也
、
使
子
露
反
見
之
、
三
m
行

三
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東
　
方
　
學

臭
、
子
路
日
、
不
仕
無
義
、
長
幼
之
節
、
不
可
巌
也
、
君
臣
之

義
、
如
之
何
其
可
靡
也
、
欲
潔
其
身
而
乱
大
倫
、
君
子
之
仕
也
、

行
其
義
也
、
道
之
不
行
也
、
巳
知
之
臭
、

が
あ
る
。
こ
の
文
人
も
長
狙
・
発
溺
ら
の
よ
う
に
、
社
合
と
の
関
わ
り

を
否
定
し
、
こ
の
立
場
が
守
れ
る
よ
う
に
、
世
人
と
断
絶
し
た
生
活
基

(
7
)

盤
を
持
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
隠
逸
者
で
あ
る
と
云
え
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
孔
子
の
思
想
や
立
場
と
は
根
本
的
に
次
元

を
異
に
す
る
た
め
、
議
論
し
て
理
解
し
合
え
る
よ
う
な
相
手
で
は
な
い

こ
と
を
孔
子
が
了
解
す
る
と
い
う
内
容
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
も
相
手

に
屈
服
し
た
と
と
る
の
は
ゆ
き
す
ぎ
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
人

物
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
む
し
ろ
孔
子
の
思
想
や
立
場
を
い

っ
そ
う
は
っ
き
り
と
浮
き
彫
り
に
す
る
効
果
が
憲
問
篇
の
も
の
と
同
じ

く
込
め
ら
れ
て
い
る
鮎
も
看
過
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
。

以
上
徴
子
篇
に
お
け
る
人
物
た
ち
が
孔
子
に
封
立
す
る
仕
方
に
つ
い

て
見
て
来
た
が
、
審
問
篇
の
そ
れ
と
徴
子
篇
の
そ
れ
と
は
、
前
者
が
隠

逸
で
あ
る
か
ど
う
か
明
確
に
で
き
る
生
活
が
見
え
な
い
の
に
封
し
て
、

後
者
で
は
そ
れ
が
明
確
に
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ち
に
異
な
り
が
あ
る
こ

と
を
述
べ
た
。
従
来
の
あ
つ
か
い
で
は
せ
い
ぜ
い
後
者
の
も
の
と
似
か

よ
っ
た
孔
子
の
批
判
を
し
て
い
る
か
ら
、
窟
問
篇
の
彼
ら
も
徴
子
蔦
の

彼
ら
と
同
じ
思
想
的
立
場
や
生
活
基
盤
を
持
つ
と
類
推
さ
れ
た
に
す
ぎ

な
い
。
し
か
し
箕
際
に
は
同
じ
立
場
を
持
た
な
く
て
も
、
言
辞
の
上
で

だ
け
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
も
云
え
な
く
は
な
い
場
合
も
あ
る
こ
と

六

を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
か
く
し
て
教
子
篇
に
登
場
す
る

者
達
は
、
は
っ
き
り
と
社
台
的
人
間
関
係
を
否
定
す
る
と
い
う
自
己
の

虞
世
親
を
持
ち
、
し
か
も
そ
れ
を
現
貢
生
活
の
上
で
宜
現
し
て
い
こ
う

と
す
る
よ
う
な
生
活
基
盤
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
前
提
に
孔
子
の
思

想
や
行
動
に
封
立
し
て
い
る
姿
が
う
か
が
え
る
と
云
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
鮎
や
は
り
後
者
の
も
の
に
こ
そ
隠
逸
の
名
を
興
え
て
考
え
て
良
い

と
思
わ
れ
る
根
接
が
存
す
る
と
云
え
る
こ
と
に
な
る
。
さ
て
こ
の
観
鮎

に
立
っ
て
、
問
題
を
の
こ
す
の
は
、
教
子
筋
の
以
上
の
三
ケ
條
に
次
い

で
列
せ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
一
文
で
、

逸
民
、
伯
夷
・
叔
再
・
虞
仲
・
夷
逸
・
朱
張
・
柳
下
恵
・
少
蓮
、

子
日
、
不
降
其
志
、
不
辱
其
身
者
、
伯
夷
叔
斉
輿
、
謂
柳
下
意
少

連
、
隆
志
辱
身
臭
、
言
中
慮
、
其
斯
而
巳
英
、
謂
虞
仲
夷
逸
、
隠

居
放
言
、
身
中
清
、
眉
中
権
、
我
則
異
於
是
、
無
可
無
不
可
、

で
あ
る
。
隠
居
放
言
と
許
さ
れ
る
虞
仲
・
夷
逸
に
つ
い
て
は
と
も
か

く
、
柳
下
意
に
つ
い
て
は
こ
の
志
の
、

柳
下
恵
爵
士
師
、
三
拙
、
人
目
、
子
未
可
以
去
乎
、
日
、
直
道
而

事
人
、
焉
往
而
不
三
拙
′
柾
道
而
事
人
、
何
必
去
父
母
之
邦
、

に
よ
っ
て
も
、
彼
は
、
祉
含
集
圏
へ
の
参
加
意
志
が
積
極
朋
で
あ
っ

て
、
人
間
関
係
そ
の
も
の
を
無
意
味
と
す
る
隠
逸
と
は
根
本
的
に
異
質

の
存
在
と
云
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
少
連
に
つ
い
て
は
『
薩
記
』
雑
記
后

に
見
え
る
大
連
・
少
連
の
そ
れ
で
あ
る
か
ど
う
か
速
断
は
で
き
な
い
に

し
て
も
、
机
下
恵
と
同
じ
よ
う
な
立
場
の
人
物
と
考
え
る
に
は
さ
し
つ
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か
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
と
し
て
、
一
位
彼
ら
が
世
を
避
け

陰
れ
た
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
こ
こ
に
云
う
「
逸
民
」
は
後
世
隠

逸
と
同
一
概
念
と
さ
れ
る
同
じ
見
方
で
把
握
で
き
る
も
の
で
あ
ろ
う

か
、
従
来
こ
の
「
逸
民
」
は
、
古
注
で
は
「
逸
民
老
節
行
超
逸
也
」
と

解
し
、
常
識
を
超
越
し
た
思
想
と
行
動
の
持
主
で
、
そ
の
お
こ
な
い
の

な
み
は
ず
れ
て
す
ぐ
れ
た
も
の
と
い
う
よ
う
な
意
に
と
っ
て
い
る
よ
う

で
あ
る
が
、
新
注
は
「
逸
追
逸
、
民
老
無
位
之
稲
」
と
し
て
い
る
。
と

こ
ろ
で
『
漢
書
』
律
歴
志
上
の
「
學
逸
民
」
の
顔
師
古
注
は
「
逸
民
謂

有
徳
而
陰
虞
老
」
と
す
る
。
こ
こ
に
は
明
ら
か
に
政
治
赦
合
か
ら
積
極

的
に
遊
離
す
る
隠
逸
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
く
で
て
い
る
。
し
か
し
『
漢
書
』

の
こ
の
「
逸
民
」
が
唐
代
の
顔
師
古
の
注
す
る
よ
う
な
意
味
で
あ
る

か
、
ま
た
は
彼
の
云
う
よ
う
な
明
確
な
意
味
が
こ
こ
に
込
め
ら
れ
て
い

る
の
か
ど
う
か
は
速
断
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
『
後
漢
書
』
逸
民

停
序
に
、
逸
民
を
『
論
語
』
　
の
こ
の
七
人
の
者
と
関
連
づ
け
て
、
「
絶

塵
不
反
」
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
逸
民
が
隠
虞
し
て
世
俗

か
ら
積
極
的
に
離
反
す
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
確
定
し
て

い
る
こ
と
は
否
め
ま
い
。
「
逸
民
」
に
つ
い
て
『
説
文
解
字
』
に
は
「
供

民
」
に
作
り
、
段
注
に
は
「
逸
民
」
は
慣
借
字
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

『
漢
書
』
成
帝
紀
に
、
「
故
官
無
靡
事
、
下
無
逸
民
」
と
あ
り
、
梅
幅
侍

に
は
「
隠
士
不
顕
、
供
民
不
撃
」
と
あ
り
、
叙
侍
下
に
、
「
四
胎
遊
秦
、

古
之
逸
民
」
と
見
え
る
。
ま
た
『
論
衡
』
異
虚
篇
に
「
粒
絶
世
、
學
伏
民
」

と
あ
る
に
封
し
て
順
鼓
篇
に
は
「
紐
絶
世
、
學
逸
民
」
と
あ
る
。
ま
た

論
語
の
隠
逸
に
つ
い
て
(
下
見
)

『
潜
夫
論
』
に
は
「
眈
畝
伏
民
、
山
谷
隠
士
」
と
も
見
え
る
。
「
伏
」
・

「
逸
」
は
同
様
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
四
胎
を
逸
民
と
し
、
『
漢
書
』
に

も
『
滑
夫
論
』
に
も
隠
士
と
な
ら
べ
用
い
て
い
l
る
も
の
が
見
え
、
隠

士
・
逸
民
は
同
じ
よ
う
な
語
内
容
の
別
表
現
と
も
と
れ
そ
う
で
あ
る

が
、
む
し
ろ
並
べ
用
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
隠
士
と
は
異
な
っ
た
ニ
ュ

ア
ン
ス
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
方
が
皆
を
得
て
い
る
よ
う
に
さ

え
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
に
見
ら
れ
る
逸
民
が
、
『
後
漢
書
』
.
逸
民
侍
序

の
云
う
よ
う
な
、
ま
た
先
引
の
顔
師
古
注
に
云
う
よ
う
な
陰
虞
者
の
性

格
が
明
確
に
込
め
ら
れ
て
い
る
か
否
か
は
や
は
り
断
定
で
き
な
い
。
い

わ
ん
や
『
論
語
』
に
見
え
る
「
逸
民
」
が
、
『
後
漢
書
』
　
の
逸
民
博
序

に
云
う
そ
れ
と
同
軸
で
あ
る
と
断
定
す
る
こ
と
は
な
お
困
難
で
あ
る
。

何
畳
の
注
に
「
節
行
超
逸
」
と
い
う
意
味
に
取
る
方
が
よ
り
う
な
づ
け

る
し
、
朱
子
で
さ
え
も
こ
こ
の
注
に
隠
士
の
稀
を
興
え
て
い
な
い
こ
と

は
注
目
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
し
か
し
「
逸
」
の
意
味
と
し
て
は
、

こ
れ
を
「
伏
」
と
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
『
孟
子
』
　
萬
章
下
茄
の
柳
下

意
に
つ
い
て
「
遣
伏
而
不
怨
」
と
あ
る
の
に
目
を
と
め
、
こ
れ
を
も
っ

て
解
す
る
の
が
も
っ
と
勝
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
考
え
て
く
る

と
、
や
は
り
朱
子
の
注
に
云
う
と
こ
ろ
は
本
文
の
意
に
近
い
と
思
わ
れ

る
。
さ
て
従
来
こ
の
「
逸
民
云
々
」
の
章
は
こ
の
前
に
績
く
三
章
と
と

も
に
隠
逸
者
を
と
り
あ
げ
た
も
の
と
す
る
考
え
方
が
あ
る
が
、
こ
こ
に

い
う
逸
民
の
意
味
す
る
も
の
は
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
に
は
断
定
で
き
な

い
ば
か
り
か
、
文
意
か
ら
云
っ
て
も
そ
の
よ
う
な
受
け
と
り
方
は
無
理

七
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で
あ
る
し
、
積
極
的
に
祉
合
的
存
在
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
人

物
ば
か
り
で
な
い
こ
と
が
わ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
考
え
て
み
る
と
、
や

は
り
こ
の
章
が
全
面
的
に
隠
逸
者
を
と
り
あ
げ
た
章
と
は
な
し
得
な
い

こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
蛇
足
な
が
ら
、
尭
日
篇
の
「
逸
民
」
も

世
す
て
人
と
か
隠
者
の
意
味
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
社
含
集
園

へ
の
積
極
的
参
加
の
意
志
な
い
し
仕
官
へ
の
希
望
が
あ
り
な
が
ら
そ
れ

が
か
な
え
ら
れ
な
い
で
い
る
人
、
又
は
民
間
に
在
る
逸
材
の
士
の
意
味

で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
以
上
苦
悶
・
徴
子
南
筋
に
お
け
る
孔
子
と
隠
逸
な
い
し
は
そ
れ

に
近
い
立
場
を
持
つ
人
物
と
の
出
合
い
を
記
し
た
文
を
と
り
あ
げ
て
み

た
。
こ
れ
ら
の
人
物
は
い
ず
れ
も
孔
子
の
立
場
に
封
し
て
批
判
的
又
は

封
立
的
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
れ
ら
の
文
章
の
時
代
的
後
出
性
が
云

わ
れ
、
特
に
道
家
的
な
文
献
と
の
接
鯛
が
云
々
さ
れ
て
お
り
、
す
で
に
述

べ
た
よ
う
に
、
武
内
義
雄
著
『
論
語
の
研
究
』
や
津
田
左
右
吉
著
『
論

語
と
孔
子
の
思
想
』
は
こ
の
こ
と
に
つ
l
い
て
注
目
す
べ
き
見
解
を
述
べ

て
い
る
.
。
『
論
語
の
研
究
』
で
は
、
憲
問
篇
は
な
お
儒
家
の
資
料
た
る

を
失
わ
な
い
が
、
徴
子
篇
の
も
の
は
道
家
の
資
料
に
よ
る
も
の
と
し
、

(
頁
2
1
7
4
2
1
9
)
、
『
論
語
と
孔
子
の
思
想
』
で
は
、
両
茄
に
出
て
く
る
隠
者

の
説
話
は
、
『
論
語
』
の
も
の
と
し
て
は
調
子
は
ず
れ
で
、
と
も
に
『
荘

子
』
又
は
そ
の
他
の
道
家
の
書
か
ら
と
ら
れ
た
も
の
ま
た
は
そ
れ
に
も

と
づ
い
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
特
に
教
子
茄
の
そ
れ
は
前
漢
時
代

の
資
料
で
あ
ろ
う
と
も
云
わ
れ
る
。
(
頁
1
4
2
～
1
1
3
・
2
8
4
)
こ
の
よ
う
な
と

入

り
あ
つ
か
い
に
封
し
て
、
佐
藤
一
郎
氏
は
前
引
の
「
隠
遁
思
想
の
起
源
」

に
お
い
て
浮
田
説
に
疑
問
を
持
ち
な
が
ら
、
『
論
語
』
　
の
陰
者
達
は
、
′

春
秋
末
か
ら
戦
國
中
期
に
か
け
て
箕
在
し
た
と
こ
ろ
の
、
社
含
か
ら
の

落
伍
者
の
生
態
、
お
よ
び
そ
の
思
想
を
反
映
し
て
お
り
、
『
荘
子
』
　
内

篇
の
隠
者
に
近
い
姿
を
し
て
い
る
と
結
論
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
特

に
、
『
論
語
』
　
に
見
え
る
慮
者
が
、
春
秋
末
か
ら
戦
国
中
期
に
か
け
て

宜
在
し
た
社
会
か
ら
の
落
伍
者
の
姿
を
停
え
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
見

解
は
興
味
深
い
。
し
か
し
起
源
と
い
う
面
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な

存
在
者
た
る
隠
者
と
い
う
も
の
は
、
賓
際
的
に
は
こ
れ
よ
り
か
な
り
以

前
か
ら
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
た
だ
こ
の
よ

う
な
存
在
者
が
問
題
に
さ
れ
る
状
況
が
な
か
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
こ
の

場
合
や
は
り
貿
在
し
た
時
期
よ
り
も
こ
の
よ
う
な
存
在
者
が
意
識
的
に

と
り
あ
げ
ら
れ
る
時
期
を
云
々
す
る
こ
と
の
方
が
重
要
で
は
あ
る
。
だ

か
ら
た
だ
里
に
落
伍
者
と
い
う
よ
り
も
、
こ
の
よ
う
な
存
在
者
が
儒
家

に
と
っ
て
意
識
さ
れ
た
時
期
の
方
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ

う
。
金
谷
治
氏
は
「
論
語
の
中
の
隠
者
」
で
、
『
論
語
』
　
に
登
場
す
る

隠
者
は
、
そ
の
姿
の
素
朴
さ
か
ら
云
っ
て
、
『
荘
子
』
　
な
ど
の
道
家
の

文
献
か
ら
と
っ
て
こ
ら
れ
た
資
料
と
い
う
よ
り
は
、
『
荘
子
』
　
の
思
想

を
生
む
地
盤
と
深
く
関
わ
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
、
ま
た
こ
れ
ら
の

成
立
は
戦
國
最
末
ま
で
下
る
べ
き
で
は
な
く
、
『
孟
子
』
　
の
こ
ろ
か
ら

(
8
)

や
や
お
く
れ
る
時
代
こ
ろ
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
雨
茄

の
説
話
の
成
立
時
期
と
し
て
は
、
金
谷
氏
の
云
あ
れ
る
よ
う
に
紀
元
前
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三
世
紀
の
前
半
の
こ
ろ
と
す
る
の
は
明
晰
な
結
論
と
思
わ
れ
る
が
、
孔

子
の
時
代
に
す
で
に
、
後
世
隠
逸
と
よ
ば
れ
る
よ
う
な
人
は
居
た
で
あ

ろ
う
し
、
孔
子
も
安
際
に
そ
の
よ
う
な
人
物
に
遭
遇
し
た
こ
と
も
決
し

て
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
、
こ
の
よ
う
な
観
鮎
か
ら
は
佐
藤
氏
の
見
解

に
注
目
し
た
い
。
た
だ
こ
の
場
合
、
憲
問
篇
の
も
の
の
よ
う
な
と
り
あ

げ
方
が
さ
れ
た
時
代
に
は
や
は
り
徴
子
茄
の
よ
う
な
と
り
あ
げ
方
は
さ

れ
た
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
。
憲
問
后
の
も
の
と
微
子
篇
の
も
の
と
の

間
に
は
自
ら
距
離
が
存
す
る
こ
と
は
考
え
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
こ
れ

ら
文
献
の
成
立
は
な
る
ほ
ど
孔
子
の
没
後
か
な
り
た
っ
て
か
ら
の
も
の

で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
中
に
は
か
な
り
孔
子
以
後
の
思
想
と
の
接
燭
の

中
で
い
ろ
い
ろ
な
欒
容
を
と
げ
た
結
果
混
入
さ
れ
た
も
の
も
存
す
る
で

あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
し
か
し
孔
子
の
、
社
会
を
積
極
的

に
理
想
の
も
の
に
む
か
っ
て
建
設
し
な
お
そ
う
と
の
意
欲
に
燃
え
て
い

る
立
場
に
封
し
て
、
全
く
社
命
的
な
場
へ
の
参
加
す
ら
否
定
し
ょ
う
と

す
る
人
々
が
宜
際
に
い
て
、
批
判
的
な
言
評
や
態
度
を
と
っ
た
こ
と
は

十
分
考
え
ら
れ
る
こ
と
だ
し
、
特
に
憲
問
茄
に
見
え
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
な

ど
は
孔
子
が
存
在
し
た
時
代
の
現
安
の
姿
を
か
な
り
そ
れ
に
近
い
か
た

ち
で
停
え
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
孔
子
を
批
判
す
る
人
物
が
登

場
す
る
資
料
を
、
す
べ
て
他
の
思
想
グ
ル
ー
プ
の
資
料
の
混
入
と
い
う

(
9
)

よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
憲
問
篇
の
も
の
は
隠
逸
の
姿
を
停
え
て
い
る
資
料
と
は
考
え

ら
れ
な
い
こ
と
。
憲
問
篇
は
勿
論
、
教
子
篇
の
も
の
も
道
家
の
資
料
混

論
語
の
隠
逸
に
つ
い
て
(
下
見
)

人
と
は
考
え
る
べ
き
で
な
い
こ
と
な
ど
を
述
べ
た
。
次
に
憲
問
第
に

「
賢
者
避
世
云
々
」
の
文
が
見
え
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
孔
子
の
思

想
・
立
場
が
こ
れ
と
連
接
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
隠
遁
は
孔

子
の
思
想
行
動
と
現
貢
と
の
問
に
必
然
的
に
う
か
び
あ
が
っ
て
く
る
運

命
的
な
影
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
み
る
。

三

隠
遁
を
云
う
も
の
は
儒
家
の
立
場
と
は
矛
盾
す
る
か
に
見
え
る
け
れ

ど
も
、
箕
は
決
し
て
矛
盾
し
な
い
の
み
か
、
よ
り
高
次
の
理
想
社
合
を

希
求
し
て
の
、
不
満
な
現
箕
か
ら
の
隠
遁
に
つ
い
て
は
、
孔
子
自
身
も

語
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
『
論
語
』
　
の
中
か
ら
そ
れ
に
つ
い
て
語
る
資

料
を
い
く
つ
か
指
摘
で
き
る
。
そ
れ
ら
は
積
極
的
に
理
想
的
な
吐
合
の

理
念
を
持
つ
こ
と
が
強
け
れ
ば
、
か
え
っ
て
現
貢
の
社
台
か
ら
は
離
反

し
て
ゆ
か
ざ
る
を
得
な
い
知
識
人
の
姿
を
よ
く
停
え
て
い
る
。
例
え
ば

泰
伯
篇
に
は
、

子
日
、
篤
信
好
學
、
守
死
善
道
、
危
邦
不
入
、
乱
邦
不
居
、
天
下

有
道
則
見
、
無
道
則
膳
、
邦
有
道
、
貧
且
賎
鳶
、
恥
也
、
邦
無

道
、
富
且
貴
焉
、
恥
也
、

と
い
う
文
が
見
え
る
。
孔
子
は
、
自
己
も
修
養
に
よ
っ
て
到
達
し
ょ

う
と
す
る
理
想
的
人
間
像
と
し
て
、
全
人
的
教
養
の
持
主
た
る
君
子
に

つ
い
て
し
ば
し
ば
語
っ
て
い
る
。
本
来
君
子
は
、
支
配
階
級
た
る
貴
族

を
あ
ら
わ
す
語
で
あ
る
が
、
『
論
語
』
に
お
い
て
は
、
教
義
を
悪
め
人

九
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格
の
修
養
に
努
め
る
人
間
を
あ
ら
わ
す
い
れ
ば
學
ぷ
人
間
を
さ
す
意
味

に
多
く
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
諸
家
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ

こ
に
云
う
「
篤
信
好
學
、
守
死
善
道
」
も
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
君
子
を

さ
す
表
現
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
ま
ざ
れ
も
な
い
。
ま
た
里
仁
篇
に

は
、
君
子
の
姿
は
、

子
日
、
富
輿
貴
、
是
人
之
所
欲
也
、
不
以
其
道
得
之
、
不
慮
也
、

貧
興
購
、
是
人
之
所
悪
也
、
不
以
其
道
得
之
、
不
去
也
、
君
子
去

仁
、
悪
乎
威
名
、

の
よ
う
に
措
か
れ
て
い
る
。
君
子
は
身
の
修
養
に
努
め
る
こ
と
を
第
一

義
と
し
て
生
き
る
人
間
と
し
て
理
想
化
さ
れ
、
そ
れ
故
に
物
質
的
欲
求

を
凌
駕
し
て
い
く
存
在
と
し
て
設
定
さ
れ
る
。
君
子
の
生
き
る
基
盤
は

あ
く
ま
で
も
精
神
的
な
も
の
に
お
か
れ
る
。
一
物
質
的
な
欲
求
は
補
助
的

な
意
味
し
か
持
た
な
い
。
行
な
い
を
慎
み
道
を
求
め
る
こ
と
の
中
に
物

質
的
欲
求
の
充
足
に
等
し
い
充
宜
感
が
存
す
る
し
、
そ
れ
が
自
然
と
物

質
的
な
條
件
を
満
た
す
よ
う
な
状
況
を
作
り
出
す
も
の
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
子
張
が
緑
を
求
め
る
こ
と
に
つ

い
て
質
問
し
た
の
に
封
し
て
、

言
寡
尤
、
行
寡
悔
、
緑
在
其
中
央
、
(
為
政
)

と
し
て
、
言
行
を
慎
重
に
し
て
い
く
こ
と
の
中
に
物
質
的
蒲
足
が
同
時

に
存
す
る
と
す
る
答
え
を
通
し
て
も
知
り
得
る
。
こ
の
よ
う
な
表
現
は

衛
震
公
篇
の

子
日
、
君
子
謀
道
不
謀
食
、
耕
也
餃
在
其
中
央
、
學
也
緑
在
其
中

一
〇

兵
、
君
子
憂
道
不
憂
貧
、

に
も
う
か
が
え
る
。
こ
の
よ
う
な
え
考
え
方
が
薙
也
茄
に
見
え
る
顔
同

の
貧
を
欒
し
む
態
度
へ
の
賞
賛
と
な
っ
て
表
現
さ
れ
る
と
考
え
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。
里
仁
篇
に
は

子
日
、
士
恵
於
道
、
而
恥
悪
衣
悪
食
者
、
未
足
輿
議
也
、

と
云
い
、
述
而
眉
に
は

子
日
、
飯
疏
食
飲
水
、
曲
肱
而
枕
之
…
…
、

と
云
い
、
學
而
篇
に
は

子
日
、
君
子
食
無
求
飽
、
居
無
求
安
…
…
、

と
云
う
。
こ
れ
ら
の
表
現
は
す
べ
て
君
子
の
現
貢
で
の
庭
し
方
を
述
べ

た
文
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
4
　
こ
の
よ
う
に
貧
賎
で
あ
る
こ
と
を
生
き

る
上
で
の
恥
と
し
な
い
考
え
は
、
學
而
茄
に
、
子
貢
が
「
貧
而
無
請
、

富
而
無
窮
何
如
」
と
質
問
し
た
こ
と
に
封
し
て
、
孔
子
は
「
可
也
、
未

若
貧
而
欒
道
、
富
而
好
薩
老
也
」
と
答
え
た
文
な
ど
に
も
よ
く
あ
ら
わ

れ
て
い
よ
う
。
君
子
人
で
あ
る
た
め
に
は
、
現
宜
に
お
い
て
は
、
一
般
的

又
は
平
均
的
あ
り
方
を
す
る
こ
と
が
拒
否
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
君
子
人
が
現
実
よ
り
も
未
来
や
可
能
性
の
方
向
へ
の
現
鮎
を
持
っ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
君
子
人
を
求
め
る
こ
と
の
中
に
そ
の
ま

ま
一
種
の
現
貿
離
反
が
潜
在
し
て
い
る
と
さ
え
云
え
る
で
あ
ろ
う
。
た

だ
こ
れ
は
、
現
宜
の
中
で
物
質
的
貧
困
で
あ
る
こ
と
を
の
み
唯
一
の
債

値
と
す
る
か
に
見
え
る
が
、
宜
は
現
安
と
の
関
わ
り
の
中
で
そ
の
姿
は

欒
化
し
て
い
く
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
前
引
の
泰
伯
后
の
文
に
よ
っ
て
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も
わ
か
る
よ
う
に
、
現
貢
の
世
界
が
正
道
に
よ
っ
て
い
な
い
の
に
、
物

質
的
な
高
位
に
あ
る
こ
と
は
、
君
子
と
し
て
の
あ
り
方
を
否
定
し
な
け

れ
ば
獲
得
さ
れ
得
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
批
判
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
現

賃
が
正
道
に
よ
っ
て
い
る
の
に
物
質
的
貧
困
に
在
る
こ
と
は
、
や
は
り

君
子
と
し
て
の
身
の
保
ち
方
に
不
十
分
さ
が
あ
る
こ
と
な
の
で
こ
れ
も

批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
正
道
が
行
な
わ
れ
る
状
況
で
は
、
君
子
で

あ
る
こ
と
は
そ
の
ま
ま
物
質
的
な
も
の
を
自
ら
の
方
へ
引
き
つ
け
得
る

存
在
な
の
で
あ
る
。
君
子
た
る
條
件
は
あ
く
ま
で
も
「
篤
信
好
學
、
守

死
善
道
」
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
有
道
の
世
で
は
優
れ
た
活
躍
が
で

き
る
し
、
営
然
そ
の
結
果
と
し
て
富
貴
が
興
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の

で
あ
り
＼
無
道
の
世
に
あ
っ
て
活
躍
し
ょ
う
と
す
れ
ば
君
子
た
る
條
件

を
放
棄
し
な
け
れ
ば
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
公
冶
長
篇
に
、

子
日
、
宵
武
子
、
邦
有
道
則
知
、
邦
無
道
則
愚
、
其
知
可
及
也
、

其
愚
不
可
及
也
。

と
あ
る
が
、
こ
こ
に
見
え
る
「
邦
有
道
則
知
、
邦
無
道
則
愚
」
も
、
泰

伯
篇
の
か
の
文
の
表
現
に
一
致
す
る
も
の
が
あ
ろ
う
。
ま
た
憲
問
篇
に

よ
れ
ば
、憲

問
恥
、
子
日
、
邦
有
道
穀
、
邦
無
道
穀
恥
也
、

と
い
う
文
が
見
え
る
。
邦
が
有
道
の
治
下
に
あ
る
な
ら
ば
、
君
子
た
る

を
失
わ
ず
十
分
活
動
で
き
る
か
ら
恥
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
同
篇
に
は

ま
た
、

千
日
、
邦
有
道
危
言
危
行
、
邦
無
道
危
行
言
孫
、

論
語
の
隠
逸
に
つ
い
て
(
下
見
)

と
い
う
文
が
見
え
て
い
る
。
「
危
言
危
行
」
　
は
、
道
の
行
な
わ
れ
て
い

る
社
台
で
君
子
と
し
て
の
言
行
が
表
だ
つ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
邦
有
道

則
見
」
と
同
じ
意
味
で
あ
ろ
う
。
な
お
こ
の
意
を
よ
く
く
ん
で
い
る
と

思
わ
れ
る
文
に
、
公
冶
長
篇
の

子
謂
南
容
、
邦
有
道
不
磨
、
邦
無
道
兎
於
刑
致
、
以
其
兄
之
子
妻

之

が
あ
る
、
「
危
行
言
孫
」
　
は
君
子
と
し
て
の
行
な
い
は
厳
し
く
守
り
な

が
ら
も
、
知
的
な
表
現
行
為
た
る
言
は
し
た
が
う
の
で
あ
る
か
ら
、
邦

に
道
な
け
れ
ば
愚
と
い
う
の
と
同
じ
で
あ
り
、
こ
れ
は
同
時
に
「
免
於

刑
致
」
の
た
め
の
條
件
で
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
は
危
険
か
ら

身
を
守
る
保
身
手
段
と
し
て
の
意
味
が
あ
る
こ
と
も
否
定
は
で
き
ま
い

が
、
君
子
で
あ
ろ
う
と
す
る
者
が
普
然
持
た
ざ
る
を
得
な
い
一
面
で
あ

ろ
う
。
君
子
と
し
て
身
を
持
す
る
た
め
に
は
乱
れ
た
邦
又
は
世
に
あ
っ

て
は
表
だ
っ
て
活
躍
す
べ
き
で
は
な
い
と
云
う
こ
と
は
、
現
箕
面
で
は

貧
と
い
う
語
で
表
現
さ
れ
た
り
、
ま
た
退
く
と
い
う
よ
う
に
表
現
さ
れ

た
り
、
ま
た
他
の
面
と
し
て
「
免
於
刑
致
」
と
か
「
危
行
言
孫
」
と
か

の
表
現
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
も
不
思
議
で
は
あ
る
ま
い
。
ま

た
こ
れ
ら
と
同
じ
く
君
子
に
つ
い
て
語
る
も
の
に
街
宣
公
茄
の

君
子
哉
蓮
伯
玉
、
邦
有
道
則
仕
、
邦
無
道
則
可
巻
而
慎
之
、

が
あ
る
。
ま
た
一
方
、
無
道
な
ら
ば
陰
と
い
う
考
え
方
は
次
の
よ
う
に

も
見
得
る
。
無
道
の
現
安
に
封
し
て
権
力
を
持
た
な
い
君
子
は
、
そ
の

不
満
や
怒
り
を
、
な
ん
ら
積
伍
的
な
反
抗
活
動
と
し
て
表
現
す
る
こ
と

一
一
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.

は
で
き
な
い
、
た
だ
貧
賎
の
中
に
身
を
お
い
て
、
自
己
の
君
子
性
を
守
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
一
方
で
は
現
安
の
無
道
で
あ
る
こ
と
を
身
を
も
っ
て

示
そ
う
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
に
す
ぎ
な
い
。
無
道
に
封
す
る
隠
遁
も

や
は
り
こ
れ
と
同
じ
と
こ
ろ
か
ら
お
こ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た

だ
軍
に
君
子
で
あ
る
こ
と
を
守
る
と
い
う
面
か
ら
の
み
隠
遁
す
る
と
い

ぅ
の
で
な
く
、
隠
遁
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
無
道
に
封
す
る
沿
極
的
な

拒
否
表
現
の
意
味
も
有
し
た
で
あ
ろ
う
。
君
子
は
現
安
に
封
し
て
積
極

的
な
封
策
を
貴
行
し
得
な
い
存
在
の
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
拒

否
表
現
を
通
し
て
の
行
動
は
な
し
得
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
よ
う

に
見
て
く
る
と
き
、
孔
子
が
現
貢
か
ら
身
を
退
け
る
こ
と
に
つ
い
て
述

べ
て
い
る
こ
と
は
な
ん
ら
奇
異
で
は
な
い
。

文
莫
吾
猶
人
也
、
窮
行
君
子
、
則
吾
未
之
有
得
、

と
述
而
志
に
見
え
る
よ
う
に
、
君
子
で
あ
る
こ
と
を
日
ざ
し
た
と
云
わ

れ
る
孔
子
は
、
君
子
で
あ
る
こ
と
を
強
く
求
め
堤
現
し
て
ゆ
こ
う
と
す

れ
ば
す
る
ほ
ど
、
現
賓
の
社
合
に
お
い
て
は
身
を
庭
し
切
れ
な
い
小
ろ

い
ろ
な
矛
盾
が
普
然
お
こ
っ
て
く
る
は
ず
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し

ま
た
こ
の
よ
う
な
現
安
と
の
矛
盾
に
苦
し
み
な
が
ら
も
、
孔
子
は
現
貢

社
台
に
封
し
て
高
次
の
社
合
意
現
の
た
め
に
一
時
的
な
隠
遁
表
現
は
で

き
る
け
れ
ど
も
、
い
わ
ゆ
る
隠
逸
者
の
よ
う
に
社
台
を
捨
て
き
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
豪
族
の
手
中
に
分
散
し
た
権
力
を
理
想
の
君
主
の
下
に

節
し
て
、
整
然
た
る
周
初
の
封
建
制
を
確
立
せ
ん
と
の
意
欲
は
、
こ
の

よ
う
な
理
想
を
強
く
は
ね
つ
け
る
現
賓
に
封
し
て
、
は
ね
つ
け
る
力
の

一
二

張
さ
と
同
じ
く
強
く
、
積
極
的
に
関
わ
り
を
持
つ
よ
う
に
働
き
も
し
た

で
あ
ろ
う
。
現
箕
に
封
す
る
強
い
嫌
悪
感
が
、
現
賓
か
ら
退
く
こ
と
を

語
ら
せ
る
こ
と
も
あ
る
と
同
時
に
、
反
面
で
は
そ
れ
故
に
こ
そ
現
箕
へ

の
関
心
は
強
ま
ら
ざ
る
を
得
ず
、
こ
の
蔦
藤
は
一
方
で
は
機
会
を
待
て

仕
官
し
た
い
欲
求
と
も
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
も
い
る
の
で
あ
っ
て
、
子

平
篇
に子

頁
日
、
有
美
玉
於
斯
、
堪
臣
而
蔵
諸
、
求
善
貿
而
活
話
、
子

日
、
活
之
哉
、
括
之
哉
、
我
待
貿
老
也
、

と
い
う
の
は
孔
子
の
こ
の
よ
う
な
意
欲
を
よ
く
表
わ
し
た
文
と
云
え
よ

ぅ
。
こ
の
よ
う
な
積
極
的
な
情
熱
は
、

子
日
、
萄
有
用
我
者
、
期
月
而
己
可
也
、
三
年
有
成
、
(
子
路
)

子
日
、
夫
召
我
老
而
山
豆
徒
哉
、
如
有
用
我
者
、
吾
其
烏
東
周
乎
、

(陽貨)

の
よ
う
な
自
負
や
自
信
の
言
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
と

考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
積
極
的
に
現
箕
へ
の

意
欲
・
情
熱
を
な
げ
か
け
る
孔
子
は
、
や
は
り
理
想
が
現
箕
に
一
致
し

得
な
い
裂
け
目
を
持
つ
こ
と
を
再
び
知
ら
さ
れ
て
落
憺
せ
ざ
る
を
得
な

い
。
こ
の
落
腔
は
安
易
な
隠
遁
へ
の
逃
避
を
語
ら
せ
た
と
見
る
べ
き
で

は
な
く
、
む
し
ろ
更
に
よ
り
強
い
理
想
貢
現
へ
の
情
熱
と
し
て
燃
え
あ

が
る
力
と
さ
え
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
強
い
理
想

へ
の
接
近
は
、
安
は
逆
に
現
質
と
の
問
に
一
層
多
く
の
不
一
致
鮎
を
生

み
出
す
も
と
に
な
っ
て
、
知
ら
ず
知
ら
ず
に
現
安
か
ら
萬
反
し
た
自
己
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を
賢
兄
す
る
は
か
は
な
い
運
命
に
あ
る
。
孔
子
に
お
い
て
は
現
貢
へ
の

積
極
的
関
わ
り
と
現
安
離
反
と
は
同
一
鎧
の
両
面
で
あ
っ
た
と
理
解
さ

れ
る
。
人
間
の
社
命
的
関
係
を
肯
定
し
て
、
積
極
的
に
理
想
の
貿
現
の

構
想
を
持
ち
な
が
ら
、
現
安
に
は
そ
れ
故
に
こ
そ
現
寛
政
合
か
ら
は
自

然
に
離
反
さ
せ
ら
れ
る
状
況
に
あ
ら
ざ
る
を
得
な
い
孔
子
と
、
社
食
に

お
け
る
人
間
関
係
そ
の
も
の
を
否
定
・
無
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
宜

辻
合
か
ら
自
己
を
積
極
的
に
断
絶
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
を
生
き

ょ
う
と
す
る
隠
逸
者
と
の
決
定
的
な
違
い
が
こ
こ
に
存
す
る
の
で
あ
る

と
云
え
る
で
あ
ろ
う
。
國
々
の
間
を
巡
り
歩
い
て
、
し
ば
し
ば
現
安
の

壁
に
つ
き
あ
た
り
、
ま
た
現
安
か
ら
遊
離
し
た
自
分
を
立
見
し
た
時
夜

し
た
こ
と
ば
は
、
現
貢
批
判
を
も
混
え
て
、

子
日
、
道
不
行
、
乗
梓
淳
子
海
、
従
我
者
、
其
由
興
、
(
公
冶
長
)

で
あ
っ
た
ろ
う
し
、
子
竿
篇
の
「
子
欲
居
九
夷
」
と
い
う
よ
う
な
表
現

も
こ
う
い
う
時
の
言
葉
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て

同
篇
の子

日
、
鳳
鳥
不
至
、
河
不
出
園
、
吾
巳
央
夫
、

は
同
じ
ょ
う
な
感
慨
の
言
葉
で
あ
ろ
う
。
理
想
を
か
か
げ
て
そ
の
貢
現

の
た
め
に
行
動
す
る
人
間
は
常
然
傷
つ
か
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て
理

想
の
人
間
像
で
あ
る
君
子
た
ら
ん
と
努
め
る
こ
と
も
、
同
じ
よ
う
に
現

黄
か
ら
は
み
だ
し
た
存
在
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
運
命
の
中
に
人
間
を
ま

き
込
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
存
在
で
し
か
あ
り
得
な
い
理

想
貢
現
希
求
老
た
る
君
子
は
現
安
に
お
い
て
は
普
然
貧
塵
た
ら
ざ
る
を

論
語
の
隠
逸
に
つ
い
て
　
(
下
見
)

得
な
事
し
、
ま
た
常
に
理
想
を
い
だ
く
存
在
で
あ
る
ゆ
え
に
自
然
と
現

安
か
ら
は
み
出
さ
ざ
る
を
得
な
い
一
種
の
隠
遁
者
で
あ
ら
ざ
る
を
得
な

い
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
き
次
の
よ
う
な
見
方
が
成
立
す
る
で
あ

ろ
う
、
憲
問
篇
の

千
日
、
賢
者
避
世
」
其
次
避
地
、
其
次
避
色
、
其
次
達
吉
、

も
、
孔
子
が
前
述
の
よ
う
な
状
況
に
立
た
さ
れ
て
覆
し
た
言
葉
と
見
て

さ
し
つ
か
え
な
く
、
従
来
の
よ
う
に
、
こ
の
文
を
次
の
「
子
日
、
作
者

七
人
臭
」
と
蓮
績
せ
し
め
て
、
隠
逸
を
云
う
も
の
と
し
て
、
道
家
思
想

と
の
関
係
ま
た
は
そ
れ
か
ら
の
潤
色
が
論
じ
ら
れ
た
り
す
る
の
は
少
し

行
き
す
ぎ
で
は
あ
る
ま
い
か
、
賢
者
が
世
を
避
け
る
の
は
な
る
ほ
ど
隠

逸
賞
賛
の
文
と
も
受
け
取
れ
そ
う
で
あ
る
が
、
君
子
た
る
を
持
し
て
積

極
的
に
乱
世
を
避
け
る
に
し
ろ
、
あ
る
い
は
君
子
た
る
を
守
る
が
た
め

に
自
然
と
世
か
ら
自
己
が
隔
絶
し
た
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
決
し
て
人
間

社
合
を
否
定
し
た
精
神
が
根
本
に
あ
る
か
ら
と
い
う
風
に
は
決
め
ら
れ

ま
い
。
孔
子
の
行
動
や
思
想
か
ら
し
て
、
こ
こ
に
云
う
こ
と
が
そ
ん
な

に
か
け
離
れ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
の
で
あ
る
。
な
お
古
注
で
は
七
人

と
は
長
狙
・
突
溺
・
丈
人
・
石
門
・
荷
賀
・
儀
対
人
・
楚
狂
接
輿
を
さ

す
も
の
と
し
て
い
る
し
、
皇
疏
引
の
王
弼
は
微
子
篇
の
文
に
よ
っ
て
、
伯

夷
・
叔
齋
・
虞
仲
・
夷
逸
・
朱
張
・
柳
下
意
・
少
連
を
さ
す
と
し
、
同

じ
く
鄭
玄
は
伯
夷
・
叔
斉
・
虞
仲
は
世
を
避
け
た
者
、
荷
篠
・
長
狙
・

粟
溺
は
地
を
避
け
た
者
、
柳
下
意
・
少
連
は
色
を
避
け
た
者
、
荷
賛
・

二
二
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東
　
方
　
學

楚
狂
接
輿
は
言
を
避
け
た
者
と
そ
れ
ぞ
れ
区
別
し
、
「
七
」
字
は
「
十
」

字
の
誤
と
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
『
論
語
』
に
見
え
る
特
殊
な

人
物
を
ひ
ろ
い
あ
げ
て
無
理
や
り
に
七
又
は
十
に
し
た
感
が
強
く
、
本

来
断
片
的
な
文
の
寄
せ
集
め
で
あ
る
　
『
論
語
』
　
の
性
格
を
考
え
る
な

ら
、
こ
の
考
え
方
が
雷
を
待
て
い
な
い
こ
と
は
論
を
待
た
な
い
。
こ
れ

ら
の
説
の
下
に
、
従
来
こ
の
文
は
『
論
語
』
の
中
で
隠
逸
に
ふ
れ
る
特

殊
な
一
文
と
見
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
は
た
し
て
そ
の
よ
う
な

特
殊
な
内
容
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
必
然
性
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
、
さ

ら
に
前
述
の
よ
う
に
道
家
思
想
の
影
響
も
考
え
ら
れ
る
と
す
る
論
等
も

含
め
て
、
本
来
の
孔
子
の
立
場
や
思
想
に
あ
わ
ず
、
後
世
的
な
異
質
の

思
想
の
要
素
が
強
く
出
て
い
る
と
す
る
考
え
方
は
正
し
い
と
は
云
え
な

い
。
孔
子
自
身
が
す
で
に
、
君
子
と
し
て
理
想
の
社
合
へ
の
期
待
と
構

想
を
持
て
ば
持
つ
ほ
ど
、
形
式
的
に
陰
逸
的
な
在
り
方
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
、
憲
問
筋
の
こ
の
文
が

孔
子
の
考
え
方
と
は
異
質
な
も
の
で
あ
る
と
、
必
ず
し
も
云
え
な
い
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
時
代
的
後
出
性
は
云
々
し
得
て
も
他
思
想
の
潤
色

と
考
え
る
の
は
や
は
り
ゆ
き
す
ぎ
と
云
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

以
上
孔
子
に
も
形
式
的
に
は
隠
逸
的
要
素
は
存
し
た
こ
と
、
憲
問
篇

の
隠
遁
を
云
う
文
も
孔
子
の
思
想
と
蓮
績
さ
れ
て
も
お
か
し
く
は
な
い

こ
と
な
ど
を
述
べ
た
。
憲
問
篇
の
放
生
畝
や
晨
門
・
荷
箕
老
・
原
嚢
な

ど
の
人
物
は
も
ち
ろ
ん
隠
逸
者
と
云
え
る
ほ
ど
の
人
物
で
は
な
い
。
彼

ら
は
現
箕
に
社
含
生
活
に
蒲
足
し
て
は
い
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
積

一
四

極
的
に
、
教
子
篇
の
人
物
た
ち
の
よ
う
に
隠
逸
者
で
あ
る
こ
と
も
で
き

な
い
人
物
で
あ
る
。
彼
ら
も
隠
逸
的
言
辞
を
は
き
、
ま
た
孔
子
自
身
も

現
箕
か
ら
は
み
だ
さ
ざ
る
を
得
な
い
鮎
が
同
じ
く
隠
逸
的
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
形
式
的
に
は
一
致
し
た
部
分
を
持
ち
な
が
ら
、
孔
子
の
持
つ

理
想
へ
の
積
極
性
ま
で
に
至
り
得
な
い
か
ら
こ
そ
彼
ら
は
批
判
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
そ
の
鮎
数
千
篇
の
人
物
は
す
で
に
生
き
る
規
準
を
異
に
し

て
い
る
故
に
孔
子
の
立
場
か
ら
の
直
接
の
批
列
の
対
象
に
な
り
得
な
い

の
で
あ
る
。
こ
の
期
孔
子
が
あ
た
か
も
屈
服
し
た
か
に
見
え
る
だ
け
で

あ
る
。憲

問
茄
の
資
料
は
教
子
篇
の
そ
れ
と
は
性
格
が
異
な
る
。
そ
れ
は
資

料
そ
の
も
の
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
孔
子
の
封
し
方
の
違
い
か
ら
も
そ

う
云
え
る
。
教
子
篇
の
も
の
は
道
家
の
思
想
を
生
み
だ
し
た
基
盤
と
な

ん
ら
か
関
わ
り
を
持
つ
で
あ
ろ
う
し
、
い
く
ぶ
ん
そ
れ
を
意
識
し
て
い

る
か
も
知
れ
な
い
が
、
憲
問
篇
の
も
の
は
特
に
そ
れ
を
意
識
し
て
い
る

と
は
断
定
で
き
な
い
。
こ
れ
を
反
孔
子
的
資
料
と
は
な
し
得
な
い
。
た

だ
孔
子
と
異
な
る
の
は
彼
ら
は
現
箕
を
批
列
し
な
が
ら
も
現
貢
の
世
俗

の
中
で
そ
の
ま
ま
生
き
て
い
る
し
、
孔
子
は
批
劃
し
離
反
も
し
な
が
ら

現
安
を
理
想
の
方
向
に
改
め
よ
う
と
努
力
す
る
姿
勢
を
持
っ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
な
お
徴
子
茄
の
も
の
は
道
家
資
料
の
混
入
と
は
考
え

ら
れ
な
い
。
孔
子
が
彼
ら
を
同
じ
場
に
立
っ
て
は
批
判
で
き
な
い
か
ら

し
な
い
よ
う
に
、
屈
服
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
も
考
ら
れ
な
い
か
ら

で
あ
る
。
ま
た
、
『
荘
子
』
に
出
て
い
る
も
の
に
此
す
れ
ば
き
わ
め
て
素
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朴
で
あ
り
、
こ
の
面
か
ら
も
、
他
の
思
想
系
列
か
ら
の
混
入
と
は
考
え

ら
れ
な
い
。
以
上
の
よ
う
な
観
鮎
に
立
っ
て
次
の
こ
と
も
注
目
し
て
お

き
た
い
。
つ
ま
り
、
憲
問
筋
の
人
物
達
は
孔
子
か
ら
批
列
さ
れ
、
教
子

茄
の
人
物
達
は
批
列
を
越
え
た
人
々
と
し
て
措
か
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

い
ず
れ
も
孔
子
の
立
場
を
顕
現
さ
せ
て
い
る
意
味
に
お
い
て
、
『
論
語
』

の
.
わ
く
を
外
れ
な
い
ば
か
り
か
、
積
極
的
な
資
料
的
位
置
づ
け
が
な
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
お
こ
れ
に
続
い
て
、

こ
れ
ら
資
料
の
成
立
に
つ
い
て
も
、
『
孟
子
』
　
と
の
関
わ
り
や
老
荘
思

想
の
登
場
と
い
う
こ
と
な
ど
と
も
関
連
さ
せ
て
論
じ
な
け
れ
ば
十
全
で

は
な
い
が
、
他
の
横
合
を
待
ち
た
い
。

註(
1
)
　
「
専
制
社
台
と
隠
逸
」
-
儒
教
経
典
で
の
あ
つ
か
い
を
通
し
て
I
(
痛

岡
女
子
短
期
大
學
紀
要
四
琉
)
　
に
お
い
て
、
『
超
記
』
・
『
周
易
』
・
『
尚

書
』
・
『
毛
詩
』
・
『
左
侍
』
な
ど
に
見
え
る
隠
逸
思
想
を
検
討
し
て
み

た
。

(
2
)
　
長
狙
・
無
事
に
つ
い
て
何
畳
は
鄭
玄
を
引
い
て
「
長
狙
・
真
溺
隠
者

也
」
と
云
い
、
荷
篠
丈
人
に
つ
い
て
は
、
本
文
に
明
確
に
「
千
日
、
隠

者
也
」
と
云
う
。

(
3
)
　
吉
川
幸
次
郎
著
『
論
語
』
(
朝
日
新
聞
社
)
　
頁
1
8
4
に
、
狙
裸
の
注
に

よ
っ
て
「
門
番
は
孔
子
の
理
想
主
義
の
同
情
者
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
」
と
云
う
。

(
4
)
　
『
毛
詩
』
北
風
の
鞄
有
苦
薬
に
「
鞄
有
苦
薬
、
済
有
探
渉
、
探
則
属
、

浅
則
掲
」
と
あ
る
。

論
語
の
隠
逸
に
つ
い
て
　
(
下
見
)

(
5
)
一
例
を
示
せ
ば
、
子
軍
篇
に
「
子
日
、
鳳
鳥
不
至
、
河
不
出
園
、
吾

巳
英
夫
」
と
い
う
。
師
の
言
葉
を
残
し
て
そ
の
偉
大
さ
を
し
の
ぶ
に
は

一
見
た
よ
り
な
さ
を
感
じ
も
す
る
が
、
黄
は
孔
子
を
否
定
す
る
こ
と
に

は
な
っ
て
い
ま
い
。
む
し
ろ
孔
子
の
人
間
的
な
幅
を
示
す
資
料
に
さ
え

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
し
、
ま
た
同
篇
の
「
子
畏
於
匡
」
〇
一
文
も
同

様
に
考
え
ら
れ
る
。
表
面
的
に
孔
子
を
否
定
す
る
よ
う
に
見
え
る
も
の

が
、
必
ず
他
の
思
想
の
系
列
か
ら
ま
ざ
れ
込
ん
だ
も
の
と
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
6
)
　
『
楚
辞
』
・
に
は
「
接
輿
党
首
今
、
桑
扁
品
行
」
と
あ
り
、
『
戦
国
策
』

に
は
「
漆
身
而
馬
属
、
被
髪
而
馬
狂
、
無
益
於
段
楚
」
と
見
え
る
。

(
7
)
　
接
輿
に
は
生
活
基
盤
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
他
書
に
も
見
え
る
隠

逸
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
、
今
の
政
策
に
従
う
者
は
あ
や
シ
L
と
自
己
の

立
場
を
表
明
し
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
も
あ
わ
せ
て
、
後
者
の
特
色
を
よ

く
表
わ
し
て
い
る
と
云
え
る
。

(
8
)
一
鷹
こ
の
よ
う
に
見
得
る
と
思
う
が
、
多
少
の
疑
念
な
し
と
し
な
い
。

し
か
し
本
稿
で
論
ず
る
飴
は
な
い
の
で
こ
の
見
解
を
と
っ
て
お
く
。

(
9
)
　
た
だ
孔
子
の
後
學
達
が
こ
う
む
っ
た
他
の
思
想
家
又
は
一
般
の
人
か

ら
の
儒
家
批
判
へ
の
対
抗
意
識
か
ら
創
作
さ
れ
た
説
話
で
は
あ
る
か
も

知
れ
ぬ
。
し
か
し
こ
れ
は
た
だ
そ
の
可
能
性
も
あ
る
と
い
う
に
す
ぎ
な

い
。



eliminate hsiung-chiu |^;££, evil and offensiveness, originated from chieh.

Then, when was it that chieh was incorporated with religious faith and

became a ceremony for scattering evil spirits? According to historical mate-

rials of the Yin period, the oldest documents available at present, in pn-tzu

[>jp, oracle bones, we can trace a document stating that wu-chu MM, medium,

offered a deity ning-feng SffU, a ceremony to pacify the wrath of the god

of the winds, and prayed. The animals offered in sacrifice when the ceremony

took place were the dog, cow and sheep. The winds were worshipped in that

they were feared as being a mediator of evil, offensiveness and calamity. As

well as the winds, the evil spirit was also made the direct object of the

ceremony of chieh-jang. As mentioned above, ning-feng may have been the

origin of the chieh-jang ceremony. In contrast with this, the faith of fearing

the evil spirit can be said to be the oldest primitive idea having been inherited

up to the present.

Following the Chou dynasty and the pre-Ch'in period when the Han

dynasty came, the evil spirit showed the tendency of becoming multifarious

and formed such spirits as ta-ling-chi-shih XMMF, (ta-ling is the name of a

star which handles corpses) : accordingly this was deemed as the spirit to

carry off the life of human beings in great quantities, chi-li Jgjg, sickness,

and liu-t'ien 7\^, six evil spirits stemming from the discordance of wu-hsing

Sfr and disorder of the weather. Of them, the liu-t'ien evil spirit specifically

became a spirit bearing a deep ethical and political coloring, combined with

å wu-hsing thought which was prevalent at the time.

Originally, the ceremony of chieh-jang was a naive religious faith which

developed during the primitive age in China, but it may be said that since it

was affected by the development of li M, propriety, and the rapid change of

the current of the times, its formalization became conspicuous and it under-

went a great transformation. å 

-"A study of Yin-i $£&, hermit, inthe

Analects of Confucius

å -å .-. By Takao Shimomi

We shall not fail to notice the existence of the yin-i in the,history of

Chinese philosophy, since it had a strong connection with its political world.

However, at first thought we may be puzzled to.understand the relations be-



tween the yin-i and the political world, in that they are imagined to have
kept aloof from commonsocial life and tried to live their own way, according
to their own faith. Nevertheless, in fact, they were even admired in not a

few prominent Chinese classics which are considered to have been supporting
virtue in the Chinese political world. This may be attributable to the fact
that the yin-i ostensibly seems to have enjoyed an anti-social life, but virtually
their lives were not contradictory in any way to the proper course of the

political world of ancient China.
In this paper the author tries to introduce various materials relevant to

the yin-i in a bid to clarify their personality, specifically referring to Hsien-
wen-p'ien gjf£M and Wei-tzu-p'ien gfcJ-jgj of the Analects of Confucius,

because those two chapters seem to be the most appropriate materials to help
studythe origin of the:yiri-i. " '.'. " ' : :

Some scholars, however, opine that the above mentioned two chapters were
influenced by the thought of Taoism. Therefore, the personalities appearing
in those two chapters should not be observed' from one angle only. The
author agrees with this viewpoint, but attempts to clarify the undermentioned
two points in that to do so will lighten "the personality of the yin-i.

1. The viewpoint expressed in Wei-tzu-p'ien is not much' opposed to the
philosophy of Confucius. 2. The contents of Wei-tzu-p'ien do not deny the
idea of the Analects wholly. Therefore, to jump at the conclusion that the
viewpoint of Wei-tzu-p'ien stemmed from the philosophy of Taoism seems to

be too hasty.

On the Chih-chou £p<Jj| of the Five dynasties

By Azuma Kiyokoba

Chjh-chou is the abbreviation for "ch'tian-chih-mou-chou-chiin-chou-shih
Wl&^MW-M^- When it is used as a verb, chih-chou means to administrate
a chou å )]], while as a noun it means administrator of a chou. The chih-
chou nominated during the K'ai-yiin gg3l era of the Later Tsin $jg of the

Five dynasties, came to bear the same nature as that of the Sung dynasty.

During the Five dynasties, those who were nominated to chih-chou were
either civil officers who were loyal to the central government or military

officers attached to the Imperial Court. Therefore, the central government
attained absolute control over them. The role the chih-chou of the Five




