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『
抱
朴
子
』
外
篇
に
お
け
る
隠
者
賛
美
の
意
味

下

見

隆

『
抱
朴
子
』
外
篇
に
お
い
て
、
蔦
洪
は
逸
民
的
存
在
者
を
理
想

的
な
人
間
像
と
し
て
賛
美
し
て
い
る
こ
と
を
私
は
既
に
述
べ
、
ま

た
彼
が
こ
の
よ
う
な
人
間
存
在
を
賞
揚
す
る
心
理
の
根
底
に
は
、

一
彼
自
身
が
生
き
た
晋
代
の
故
障
は
、
彼
の
生
国
で
あ
る
呉
国

の
敗
北
の
上
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
そ
れ
ま
で

の
文
化
の
中
心
は
あ
く
ま
で
中
原
で
あ
っ
た
こ
と
、
従
っ
て
彼

が
呉
人
で
あ
る
こ
と
の
た
め
に
抱
い
た
心
理
的
屈
辱
・
劣
等
感

は
、
彼
に
反
社
会
的
恩
薇
を
持
た
し
め
、
そ
の
よ
う
な
態
度
を

取
ら
せ
る
に
十
分
な
理
由
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
。

二
、
晋
代
の
高
位
高
官
に
あ
っ
た
老
ま
た
こ
れ
と
関
連
し
た
者

で
、
平
穏
な
生
涯
を
お
え
る
こ
と
の
で
き
た
者
は
少
な
か
っ
た

こ
と
。
従
っ
て
世
俗
的
物
質
的
価
値
を
追
及
す
る
人
間
は
そ
れ

だ
け
多
く
の
危
険
に
身
を
さ
ら
す
こ
と
に
な
る
ゆ
え
、
そ
の
よ

う
な
環
境
で
自
ら
を
安
全
に
保
つ
手
段
と
し
て
、
逸
民
的
な
在

り
方
と
い
う
も
の
は
最
上
の
方
策
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

た
と
い
う
よ
う
な
理
由
が
存
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し

①0し
か
し
、
菖
供
が
逸
民
を
賞
揚
す
る
根
拠
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

だ
け
で
は
十
分
説
明
し
き
れ
な
い
も
の
が
の
こ
る
し
、
視
角
を
少

し
く
変
え
て
み
る
と
、
そ
の
他
の
理
由
が
存
す
る
こ
と
も
明
ら
か

に
な
る
。
本
稿
で
は
こ
れ
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

）（

嘉
洪
の
諭
ず
る
逸
民
を
、
た
だ
単
に
、
常
に
社
会
集
団
に
背
向

く
存
在
者
と
い
う
面
か
ら
の
み
見
る
場
合
、
そ
の
根
拠
と
し
て
は

前
掲
の
よ
う
な
も
の
を
考
え
得
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
面
か
ら
で

は
、
『
抱
朴
子
』
外
篇
の
中
に
は
、
了
解
で
き
な
い
よ
う
な
文
表
現

が
多
数
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
こ
で
視
角
を
変
え
て
、
こ
れ
と
逆
の

方
面
か
ら
の
見
方
」
即
ち
、
逸
民
を
社
会
に
背
向
か
ぬ
存
在
者
、

さ
ら
に
云
え
ば
、
高
次
の
社
会
集
団
に
帰
属
す
る
意
志
を
持
っ
て
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い
る
、
あ
る
い
は
か
っ
て
持
っ
た
ま
た
持
ち
得
る
存
在
者
と
い
う

よ
う
な
、
も
す
こ
し
広
い
立
場
で
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
、
ま

た
見
る
と
ど
う
な
る
か
を
考
え
て
み
た
、
以
下
少
し
く
、
前
述
の

二
つ
の
理
由
か
ら
の
み
見
る
場
合
の
、
他
の
表
現
内
容
と
矛
盾
す

る
点
・
問
題
点
を
指
摘
し
て
み
る
。

蔦
洪
が
逸
民
を
ど
の
よ
う
な
存
在
と
把
膣
し
て
い
る
か
に
つ
い

て
は
既
に
述
べ
た
の
で
、
再
び
詳
説
す
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
問

題
提
起
に
必
要
な
の
で
、
一
・
二
例
を
あ
げ
て
み
る
。

蔦
洪
は
、
嘉
適
篇
に
云
う
よ
う
に
、

薄
周
流
之
棲
追
、
悲
吐
担
之
良
苦
、
譲
膏
壌
於
陸
海
、
夏
窮
誹

乎
斥
歯
、

の
よ
う
な
、
社
会
的
・
政
治
的
な
環
境
か
ら
積
極
的
に
離
脱
し
、

あ
ら
ゆ
る
物
質
的
な
恩
恵
の
与
え
ら
れ
る
条
件
を
す
す
ん
で
放
棄

す
る
懐
泳
先
生
の
在
り
方
を
是
と
し
、
安
貧
篇
で
は
、

言
高
行
方
、
濁
立
不
撃
、
時
人
悼
焉
、
莫
之
或
輿
、

の
よ
う
に
、
人
間
関
係
を
断
絶
し
て
、
孤
立
し
て
在
る
優
秀
な
る

資
質
の
持
主
楽
天
先
生
を
正
し
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
さ
て
そ
こ

で
、
蕃
供
が
、
こ
の
様
な
存
在
の
仕
方
こ
そ
は
、
時
間
e
空
間
を

超
え
て
絶
対
的
に
妥
当
な
在
り
方
だ
と
い
う
考
え
に
立
っ
て
い
る

の
だ
と
す
る
と
、
＝
し
れ
に
関
連
し
て
、
人
間
関
係
や
社
会
機
構
そ

の
も
の
根
本
的
な
破
壊
を
説
き
、
叉
集
団
と
し
て
在
る
人
間
存
在

の
無
意
味
さ
を
強
調
し
徹
底
的
に
批
判
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

と
こ
ろ
が
、
薔
供
は
、
こ
の
よ
う
な
逸
民
を
賞
賛
し
っ
つ
も
、
一

方
で
は
理
忍
の
社
会
に
つ
い
て
の
構
恋
を
持
ち
、

夫
君
天
也
父
也
、
君
而
可
虚
則
天
亦
可
改
、
父
亦
可
易
也
、

（
良
規
）

清
玄
剖
而
上
浮
、
濁
黄
判
而
下
沈
、
尊
卑
等
威
、
於
是
乎
著

往
聖
取
諸
南
儀
、
而
君
臣
之
道
立
、
設
官
分
散
、
而
薙
麒
之
化

隆
、
（
君
道
）

蓋
閲
、
沖
昧
既
閥
、
隆
濁
升
清
、
琴
隆
仰
寮
、
穿
泊
僻
停
、
乾

坤
定
位
、
上
下
以
形
、
遠
取
諸
物
、
則
天
尊
地
卑
、
以
著
人
倫

之
髄
、
近
取
諮
身
、
則
元
首
股
肱
、
以
表
君
臣
之
序
、
降
殺
之

軌
右
目
東
夷
、
（
詰
飽
）

の
如
く
、
天
地
自
然
の
存
在
が
人
間
存
在
に
先
行
す
る
も
の
で
あ

っ
て
、
そ
の
中
に
人
間
存
在
の
真
理
が
存
す
る
と
い
う
伝
統
的
な

立
場
か
ら
、
君
・
臣
と
い
う
階
級
を
認
め
、
上
下
尊
卑
の
差
あ
る

を
当
然
と
し
、
こ
れ
ら
を
構
成
員
と
す
る
社
会
が
宇
宙
自
然
の
理

法
を
完
全
に
反
映
し
て
い
る
機
構
で
あ
る
が
故
に
、
理
想
的
に
し
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て
絶
対
的
な
社
会
で
あ
る
と
断
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
君
臣

の
関
係
が
身
分
の
上
下
を
設
定
す
る
階
級
制
度
と
し
て
正
し
く
調

和
を
保
つ
所
に
理
憩
的
な
人
間
社
会
が
形
成
さ
れ
る
と
考
え
て
い

る
こ
と
は
、
既
に
飽
敬
言
と
の
思
想
的
対
立
の
説
明
を
と
う
し
て

◎

明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
蔦
供
の
思
想
を
た

ど
っ
て
く
る
と
き
、
逸
民
的
存
在
を
是
と
し
て
嘗
め
る
蔦
洪
の
考

え
方
の
中
に
、
飽
敬
言
が
説
く
無
君
社
会
の
論
と
対
立
す
る
も
の

の
あ
る
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
一
種
の
論
理
的
矛
盾
を
露
呈
す
る
こ

と
に
な
り
は
し
な
い
か
と
さ
え
思
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
し
か
る

に
な
お
慕
洪
が
は
っ
き
り
と
君
臣
体
制
を
認
め
主
張
す
る
事
実
を

い
か
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
、
こ
の
こ
と
は
更
に
次
の
こ
と

を
考
慮
に
加
え
て
取
り
あ
げ
ね
ば
な
る
ま
い
。
葛
供
は
新
興
の
東

晋
の
王
室
に
対
し
て
、
可
成
り
前
む
き
の
姿
勢
で
賞
賛
し
て
お

り
、
そ
れ
は

中
興
在
今
、
七
陪
適
度
、
啓
邦
惟
新
、
（
勘
畢
）

今
聖
明
在
上
、
括
古
済
物
、
（
崇
教
）

今
普
天
一
統
、
九
咳
同
風
、
王
制
政
令
、
誠
宜
弊
一
、
（
審
翠
）

今
太
平
已
近
四
十
年
臭
、
（
審
蓼
）

今
天
下
向
平
、
中
興
有
徴
、
何
可
不
共
改
既
往
之
失
、
惰
臍
済

之
美
乎
、
（
刺
頗
）

晋
王
應
天
順
人
、
採
乳
反
正
、
結
皇
綱
於
垂
絶
、
修
宗
廟
之
磨

祖
云
々
、
（
自
叙
）

な
ど
の
表
現
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
君
臣
体
制
を
認

め
る
菖
洪
の
立
場
か
ら
容
易
に
た
ど
り
得
る
考
え
方
で
あ
る
。
か

く
見
て
く
る
と
き
、
逸
民
的
存
在
を
是
と
す
る
こ
と
、
君
臣
体
制

を
是
と
す
る
こ
と
ま
た
更
に
現
実
の
王
室
に
対
す
る
以
上
の
よ
う

な
賛
辞
を
用
い
る
焉
洪
の
考
え
方
等
に
は
、
矛
盾
な
し
と
す
る
立

場
か
ら
、
こ
れ
ら
が
い
か
な
る
論
理
的
関
連
の
も
と
に
統
一
さ
れ

得
る
の
か
を
解
明
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ

の
場
合
、
は
じ
め
に
述
べ
た
如
く
、
蔦
供
の
逸
民
が
永
久
に
反
社

会
的
な
存
在
を
す
る
者
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
の
み
す
れ
ば
、

以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
蓋
洪
の
考
え
方
は
矛
盾
と
し
て
し
か
理
解

で
き
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
蔦
洪
の
逸
民
は
、
必
ず

し
も
い
つ
で
も
反
社
会
的
泰
在
の
仕
方
を
墨
守
す
る
の
で
は
な

く
、
あ
る
意
味
で
は
、
大
い
に
社
会
に
帰
属
す
る
意
志
も
持
ち
得

る
存
在
者
と
し
て
観
る
と
す
れ
ば
ど
う
な
る
か
と
い
う
こ
と
を
問

題
に
す
る
段
階
に
至
る
の
で
あ
る
。
そ
も
て
こ
れ
は
、
換
言
す
れ

ば
、
焉
供
の
逸
民
賛
美
は
た
だ
単
に
そ
う
い
う
存
在
者
を
嘗
め
る
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と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
は
、
あ
る
程
度
意
図
的
な
意

味
が
込
め
ら
れ
て
い
た
の
だ
と
い
う
見
方
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で

も
あ
る
。

以
下
先
ず
羞
供
が
外
清
の
各
所
で
、
東
晋
新
王
室
へ
の
賛
美
を

な
す
こ
と
の
根
拠
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
か
ら
論
を
は
じ
め
る
。

・
U

外
篇
末
の
自
厳
に
よ
れ
ば
、
焉
洪
が
『
抱
朴
子
』
を
略
完
成
さ

せ
た
の
は
、
三
十
五
・
六
才
の
項
と
推
定
さ
れ
、
こ
の
頃
、
二
十

才
頃
か
ら
書
き
た
め
て
来
た
草
稿
を
ま
と
め
、
大
改
定
を
加
え
て

仕
上
げ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
丁
度
東
晋
王
朝
初
の
建
武

（
A
．
D
．
∽
－
コ
の
頃
で
あ
っ
て
、
歴
史
の
流
れ
か
ら
す
れ
ば
、
西

晋
暗
愚
の
主
で
あ
る
恵
帝
を
中
心
に
く
す
ぶ
り
続
け
て
い
た
王
室

の
内
乱
・
政
治
の
不
安
定
が
八
王
の
乱
に
お
い
て
つ
い
に
燃
え
あ

が
っ
て
、
西
晋
王
朝
の
滅
亡
を
早
め
て
ゆ
き
、
や
が
て
そ
の
機
に

乗
じ
た
北
方
胡
族
が
洛
陽
、
次
い
で
長
安
を
お
と
し
た
こ
と
で
西

晋
王
朝
は
滅
び
、
既
に
中
原
の
難
を
の
が
れ
て
い
た
司
馬
容
が
、

娘
邪
の
名
族
王
氏
や
江
南
の
名
族
紀
氏
・
顧
民
ら
の
支
持
を
受
け

て
、
東
晋
の
王
室
が
南
方
に
成
立
す
る
頃
の
こ
と
で
あ
る
。
長
い

問
中
原
の
文
化
に
対
し
て
は
常
に
あ
る
種
の
劣
等
感
す
ら
抱
き
、

憧
れ
の
気
拝
を
持
っ
て
来
た
江
南
の
人
間
に
と
っ
て
、
周
家
の
中

心
が
南
に
移
動
す
る
と
い
う
こ
と
は
非
常
な
よ
ろ
こ
び
で
あ
っ
た

し
、
さ
き
の
西
晋
王
朝
の
下
に
あ
っ
て
は
、
呉
人
と
い
う
こ
と
で

屈
恥
的
な
在
り
方
も
す
る
一
方
、
そ
れ
だ
け
に
陸
氏
の
活
躍
は
江

南
人
の
大
き
な
精
神
的
支
え
で
も
あ
っ
た
の
に
、
陛
氏
が
難
に
遭

っ
て
、
北
方
に
対
す
る
希
望
を
な
く
し
て
い
た
時
期
で
も
あ
る
の

で
、
新
王
朝
建
設
に
あ
た
っ
て
、
土
着
豪
族
の
力
の
あ
ず
か
る
と

こ
ろ
大
な
る
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
は
大
い
に
よ
ろ
こ
ぶ
べ
き
こ
と

で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
反
面
、
新
王
朝
と
江
南
の
地
が
北

方
人
に
掌
担
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
不
安
の
気
拝
は
絶
え

◎

ず
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
。
羞
洪
も
や
は
り
同
じ
よ
う
な
気
拝
で
、

現
実
の
新
王
朝
に
対
す
る
大
い
な
る
期
待
と
警
戒
の
気
拝
を
抱
く

と
こ
ろ
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
う
ち
期
待
・
よ
ろ
こ
び
の
気

拝
は
、
先
に
あ
げ
た
よ
う
な
、
新
体
制
へ
の
賛
美
と
期
待
の
文
と

し
て
外
籍
の
あ
ち
こ
ち
に
現
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
酉
晋
王
朝
下
の

湛
乱
の
苦
汁
を
な
め
た
慕
洪
に
と
っ
て
、
新
ら
し
い
王
朝
の
出
現

と
い
う
こ
と
は
あ
る
種
の
救
い
で
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て

あ
る
意
味
で
は
、
焉
洪
自
身
が
政
治
的
な
場
面
へ
の
登
場
と
い
う
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こ
と
を
真
剣
に
考
え
て
い
た
と
考
え
て
も
良
い
し
、
事
実
、
蔦
供

の
三
十
台
に
あ
た
る
こ
の
時
期
か
ら
、
四
十
台
の
初
め
に
か
け
て

は
、
政
治
的
な
場
で
あ
る
程
度
の
活
躍
も
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が

④

知
れ
る
。
そ
し
て
、
新
王
朝
に
対
す
る
こ
の
期
待
に
、
警
戒
の
気

拝
が
こ
め
ら
れ
て
、
こ
こ
に
逸
民
・
隠
者
の
存
在
が
ク
ロ
ー
ズ
ア

ッ
プ
さ
れ
て
く
る
。
即
ち
、
か
つ
て
は
酉
晋
王
朝
へ
の
失
望
と
怒

り
が
、
逸
民
・
隠
者
的
存
在
へ
の
賞
賛
を
な
さ
し
め
た
の
で
あ
っ

た
が
こ
ん
ど
は
そ
れ
は
逆
に
動
い
て
、
こ
の
愚
息
を
世
状
と
理
憩

社
会
と
の
関
連
か
ら
強
調
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
体
制
へ

の
提
言
・
警
告
の
意
味
を
持
つ
も
の
と
し
て
作
用
せ
し
め
る
に
至

っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
後
車
と
の
関
連
で
考
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
特
に
、
新
王
室
に
対
す
る
逸
民
賞
揚

の
直
接
的
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。

従
来
、
『
周
易
』
に
、
「
天
地
閉
、
賢
人
隠
、
」
（
文
言
侍
）
と
言
っ
た

り
、
『
論
語
』
に
、
「
賢
者
遁
世
、
」
（
恵
問
）
と
か
、
「
危
邦
不
入
、
乱

邦
不
居
、
天
下
有
道
則
見
、
無
道
則
隙
、
」
（
泰
伯
）
　
と
言
う
よ
う

に
、
現
実
社
会
の
混
濁
の
中
に
埋
没
す
る
自
己
を
回
復
せ
ん
と
す

る
行
為
を
是
と
し
誉
め
る
考
え
方
の
流
れ
が
あ
り
、
ま
た
一
般
に
、

賢
者
は
乱
れ
た
社
会
か
ら
離
脱
し
隠
遁
す
る
も
の
と
さ
れ
、
隠
者

と
賢
者
は
し
ば
し
ば
同
一
視
さ
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
よ
う
に
愚
あ

れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
政
治
的
な
面
か
ら
は
、
良
き
君
主
は
そ
の

補
佐
と
し
て
有
能
な
人
即
ち
賢
者
を
見
出
し
起
用
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
と
す
る
見
方
が
あ
り
、
こ
れ
は
、
古
来
有
名
な
為
政
者

に
は
必
ず
有
能
な
在
野
の
賢
者
を
見
出
す
説
話
が
あ
る
の
を
見
て

も
わ
か
る
と
う
り
で
あ
る
し
、
『
毛
詩
』
に
も
、
「
得
賢
則
能
鵠
邦
家

立
大
平
之
基
臭
、
」
（
小
雅
・
南
山
有
台
）
と
云
い
、
『
鮭
記
』
で
も
、

「
季
春
之
月
、
稗
名
士
、
祀
賢
者
、
」
（
月
令
）
と
あ
る
の
を
は
じ
め

と
し
て
、
賢
者
を
尊
ぶ
こ
と
を
述
べ
る
表
現
は
多
数
見
受
け
ら
れ

る
。
一
例
に
す
ぎ
な
い
が
、
『
漢
書
』
の
王
褒
伝
（
列
伝
三
十
西
下
）

に
、
「
聖
主
得
賢
臣
煩
、
」
が
見
え
る
の
な
ど
も
こ
う
し
た
政
治
思

想
の
流
れ
を
背
景
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

素
供
が
逸
民
を
賛
美
す
る
の
は
、
逸
民
が
賢
者
で
あ
る
こ
と
。

有
能
な
補
佐
で
あ
り
得
る
者
と
い
う
意
味
も
持
っ
て
い
る
こ
と
は

後
述
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
が
、
有
能
な
為
政
者
は

賢
人
を
登
用
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
、

無
良
挿
而
羨
隆
平
者
、
未
聞
共
有
成
也
、
…
…
故
招
賢
用
才
者

人
主
之
要
務
也
、
、
l
（
貴
賢
）

と
云
い
、
ま
た
何
故
に
君
主
は
賢
者
を
登
用
す
る
こ
と
が
必
要
な
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の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、

人
君
雄
明
並
日
月
、
神
璧
未
兆
、
然
商
機
不
可
以
猫
銃
、
曲
砕

不
可
以
親
舵
、
必
恨
目
以
邁
覧
、
借
耳
以
廣
怒
、
誠
須
有
司
、

是
康
是
賛
、
故
聖
君
莫
不
根
心
招
賢
、
以
撃
才
為
首
務
、（審蓼）

の
如
く
、
君
主
の
手
足
と
な
っ
て
、
彼
の
は
た
ら
き
の
機
能
化
を

は
か
る
た
め
で
あ
る
と
す
る
。
従
っ
て
い
か
に
君
主
が
多
く
の
可

能
性
を
内
に
持
つ
人
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
発
揮
せ
し
め
る
有
能

な
る
補
佐
な
き
場
合
は
、

雉
有
楷
古
之
才
、
而
無
宜
力
之
佐
、
則
莫
線
凝
庶
続
、
（
審
翠
）

で
あ
る
。
し
か
る
故
に
君
主
は
な
に
を
お
い
て
も
補
佐
者
を
見
出

し
登
用
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
、

明
君
勤
於
招
賢
、
而
汲
汲
於
擢
奇
、
導
達
凝
滞
、
而
巌
防
垂
蔽
、

才
誠
足
裏
、
不
拘
屠
釣
、
言
審
可
施
、
抽
之
於
戎
成
、
或
撃
於

年
口
之
下
、
而
加
之
於
群
僚
之
上
、
或
按
於
権
桔
之
中
、
而
任

以
社
穫
之
重
、
故
能
勲
業
隆
臍
、
拓
境
服
遠
、
取
成
定
功
、
垂

統
長
健
也
、
（
名
賓
）

の
如
く
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
古
き
世
の
聖
主
と
う
た
わ
れ
た
人
々

が
補
佐
を
得
る
に
い
か
に
尽
力
し
た
か
の
故
事
を
引
用
す
る
こ
と

⑤

で
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。

さ
て
こ
の
補
佐
と
し
て
ど
の
よ
う
な
人
物
が
求
め
ら
れ
る
の
か

が
問
題
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
勿
論
そ
れ
は

遺
靡
遠
而
不
究
、
言
無
徴
而
不
研
、
（
任
命
）

に
示
さ
れ
る
よ
う
な
、
優
秀
な
才
能
の
人
物
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

㊥

い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
か
ら
推
さ
れ
る
人
物
と
し
て
い
か
な
る

存
在
者
が
目
標
と
さ
れ
て
い
る
か
は
、

良
才
遠
畳
之
士
、
或
按
褐
而
朝
隠
、
或
沈
倫
於
窮
否
、
懐
遺
括

一
、
（
君
道
）

高
士
不
能
捻
其
節
以
同
塵
於
随
俗
、
（
廣
響
）

冠
位
之
才
不
能
合
流
俗
、
（
廣
菅
）

な
ど
の
文
か
ら
逆
に
推
し
て
み
て
も
、
隠
遁
の
士
こ
そ
が
そ
の
有

力
な
対
象
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
論
を
ま
た
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ

う
。
以
上
が
新
王
朝
へ
の
提
言
で
あ
る
が
、
諭
が
も
と
に
か
え
っ
た

と
こ
ろ
で
総
括
的
に
述
べ
る
と
、
君
主
が
優
れ
て
い
る
こ
と
が
政

治
の
安
定
・
万
民
生
活
安
定
の
条
件
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
い
か

に
し
て
優
秀
な
人
物
を
選
ぶ
か
と
い
う
こ
と
が
君
主
に
荷
せ
ら
れ

た
重
大
な
任
で
あ
る
。
こ
う
し
て
着
供
は
、
司
馬
容
の
新
王
朝
が

成
功
す
る
か
し
な
い
か
と
い
う
点
で
、
留
意
す
べ
き
は
、
ど
の
よ
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う
に
し
て
賢
者
の
協
力
を
得
る
よ
う
に
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る
と
暗
示
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
て
、
こ
の
よ
う

に
在
野
の
士
を
用
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
か
ら
更
に
考

え
及
ぶ
こ
と
は
、
王
朝
建
設
の
主
導
棟
を
持
つ
北
方
人
に
対
し
て

在
野
の
人
と
は
即
ち
江
南
土
着
の
人
々
を
さ
す
と
考
え
て
よ
か
ろ

う
。
従
っ
て
こ
れ
は
今
ま
で
の
北
方
人
の
仲
間
意
識
や
優
越
感
の

み
に
よ
る
閉
鎖
的
な
官
僚
組
織
に
な
る
こ
と
は
極
力
避
け
ね
ば
な

ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
し
、
江
南
に
王
朝
が
建
設
さ
れ
る

こ
と
は
江
南
人
の
喜
び
で
も
あ
っ
た
と
同
時
に
、
先
に
述
べ
た
様

な
不
安
の
念
も
大
い
に
あ
り
、
王
朝
の
組
絨
が
北
方
人
に
よ
っ
て

専
横
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
は
困
る
と
い
う
危
惧
意
識
の
表
現
で

も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
羞
供
の
危
惧
の
と
う
り
、
実
際
、
北
方
・
南

⑦

方
人
の
対
立
も
様
々
な
か
た
ち
で
存
在
し
た
よ
う
で
あ
る
。
従
っ

て
以
上
か
ら
言
え
る
こ
と
は
、
結
局
、
新
王
朝
に
お
い
て
大
事
な

こ
と
は
、
江
南
人
を
排
斥
し
な
い
こ
と
・
補
佐
を
は
じ
め
と
し
て

優
れ
た
人
材
を
選
ぶ
に
、
従
来
の
北
方
人
と
し
て
の
意
識
を
そ
の

ま
ま
流
用
す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
と
い
う
こ
と
ま
で
を
も
暗
示

し
て
い
る
と
云
え
そ
う
で
あ
る
。
な
お
こ
の
こ
と
は
主
と
し
て
警

告
に
関
す
る
内
容
に
な
る
が
、
∴
こ
れ
は
次
章
の
内
容
と
も
深
い
閑

連
を
持
つ
。

以
上
、
葛
供
が
晋
王
室
を
覚
め
る
こ
と
の
原
因
と
逸
民
・
賢
者

を
嘗
め
る
こ
と
と
の
関
連
に
つ
い
て
述
べ
て
来
た
。

○

前
章
で
は
社
会
集
団
に
帰
属
す
べ
き
存
在
と
し
て
の
逸
民
賞
賛

の
意
味
を
説
い
た
の
で
、
次
に
政
局
の
不
安
定
な
社
会
l
機
構
の
中

で
は
、
某
に
有
能
な
る
資
質
の
士
は
高
次
の
社
会
集
団
に
帰
属
せ

’

ん
と
す
る
意
志
を
持
っ
て
い
て
も
、
結
局
逸
民
た
ら
ざ
る
を
得
な

い
こ
と
、
そ
し
て
そ
こ
で
は
そ
の
よ
う
な
存
り
方
こ
そ
立
派
だ
と

す
る
立
場
を
持
つ
焉
洪
の
考
え
、
ま
た
そ
れ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

を
見
る
こ
と
に
す
る
。
な
お
こ
こ
で
は
西
晋
末
の
社
会
状
況
と
の

関
連
で
説
か
れ
る
も
の
が
中
心
に
な
る
。

あ
る
社
会
で
あ
る
規
範
が
守
ら
れ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
を
守
る

行
為
が
そ
の
人
に
生
命
・
生
活
の
安
全
・
安
定
を
も
た
ら
す
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
王
朝
の
存
在
が
弱
体
化
し
統

制
的
位
置
を
堅
持
し
得
な
く
な
っ
て
、
そ
の
他
の
力
の
存
在
を
許

容
し
、
そ
れ
ら
が
新
た
な
樅
力
者
と
し
て
の
座
を
手
中
に
せ
ん
と

動
き
は
じ
め
る
よ
う
に
な
る
と
、
礼
教
を
墨
守
す
る
こ
と
は
、
人
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に
安
定
を
約
束
し
得
な
い
ば
か
り
か
、
か
え
っ
て
身
の
危
険
を
ま

⑧

ね
く
場
合
も
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
王
朝
の
下
に
あ
っ
て
は
、

王
朝
椎
力
を
維
持
す
る
理
念
と
し
て
の
礼
教
は
か
え
っ
て
無
視
さ

れ
る
風
と
な
っ
て
い
く
傾
向
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
か
ら

◎

苦
供
は
、
現
実
社
会
（
と
言
っ
て
も
こ
れ
は
西
晋
末
期
の
社
会
の

状
況
を
さ
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
）
に
お
け
る
道
徳
意
識
の
低

下
を
な
げ
き
古
の
聖
人
の
示
し
た
礼
教
の
重
大
き
が
無
視
さ
れ
つ

つ
あ
る
こ
と
を
、
酒
誠
・
疾
謬
・
讃
惑
・
刺
騎
篇
な
ど
を
中
心
に

取
り
あ
げ
、
例
え
ば

世
故
継
有
、
薩
教
漸
稀
、
敬
譲
莫
崇
、
倣
慢
成
俗
、
（
疾
謬
）

の
如
く
述
べ
て
い
る
。
菖
洪
の
言
う
礼
教
と
は
『
祀
記
』
な
ど
に

見
ら
れ
る
所
謂
聖
人
の
教
え
の
こ
と
を
云
っ
て
い
る
の
で
、
例
え

ば
在
薩
、
男
女
無
行
嫉
、
不
相
見
、
不
雑
坐
、
不
通
問
、
不
同
衣

物
、
不
得
親
授
、
姉
妹
出
適
而
反
、
兄
弟
不
共
席
而
坐
、
外
言

不
入
、
内
言
不
出
、
婦
人
送
迎
不
出
門
、
行
必
擁
蔽
共
面
、
道

路
男
由
左
女
由
右
、
…
…
夫
婦
之
間
、
可
謂
泥
臭
、
而
猶
男
子

非
疾
病
、
不
霊
居
於
内
、
賂
終
不
死
婦
人
之
手
、
況
於
他
乎
、

な
ど
『
祀
記
』
に
見
え
る
も
の
が
あ
げ
ら
れ
て
、
こ
れ
こ
そ
男
女

の
別
あ
る
を
重
ん
ず
る
聖
人
の
明
制
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
が

男
女
の
あ
る
べ
き
姿
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
現
実
の
社
会

で
は
、而

今
俗
、
婦
女
休
其
濃
緑
之
業
、
磨
其
玄
眈
之
務
、
不
績
其
麻
、

市
也
婆
婆
、
舎
中
債
之
事
、
修
周
旋
之
好
、
更
相
従
詣
、
之
適

親
戚
、
承
星
拳
火
、
不
已
干
行
、
多
賂
侍
従
嘩
嘩
盈
路
、
娘
使

吏
卒
錯
薙
如
市
、
尋
遺
棄
諺
、
可
憎
可
意
、
或
宿
干
他
門
、
或

冒
夜
而
反
、
溝
戯
併
寺
、
翫
覿
漁
敗
、
登
高
臨
水
、
（
疾
謬
）

の
如
く
、
特
に
そ
の
婦
徳
の
面
で
の
堕
落
に
著
し
い
も
の
の
あ
る

⑲

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
は
じ
め
と
し
て
、
世
人
の
間

に
存
す
る
反
古
礼
的
態
度
の
実
例
を
い
く
つ
も
あ
げ
て
、
こ
の
よ

う
な
状
況
が
お
こ
ら
な
い
よ
う
払
、
真
正
に
し
て
強
力
な
君
臣
体

制
の
確
立
を
望
む
こ
と
を
示
す
一
方
、
実
は
そ
の
よ
う
で
あ
り
得

な
い
状
況
へ
の
警
告
を
発
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
世

人
の
こ
の
よ
う
な
態
度
は
、
自
然
と
、
そ
の
弁
護
の
た
め
に
、

遂
謁
周
而
庇
孔
、
謂
倣
放
鳥
逸
世
臭
、
（
疾
謬
）

終
日
無
及
義
之
言
、
徹
夜
無
蔵
規
之
益
、
誕
引
老
荘
、
貴
於
率

任
、
大
行
不
顧
細
薩
、
至
大
不
拘
検
括
、
囁
倣
捉
逸
、
謂
之
煙

道
、
（
疾
謬
）
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の
よ
う
に
聖
人
と
古
礼
へ
の
批
判
・
排
斥
へ
と
発
展
す
る
傾
向
を

持
つ
と
と
も
に
、
古
典
の
中
の
都
合
の
よ
い
部
分
の
み
を
ひ
っ
ぼ

り
だ
し
て
来
て
、
自
分
達
の
行
動
に
は
、
あ
た
か
も
重
厚
な
伝
統

と
恩
恵
の
う
ら
づ
け
が
あ
る
も
の
の
よ
う
に
言
う
け
れ
ど
も
、
決

し
て
彼
ら
の
中
に
人
な
み
優
れ
た
深
い
も
の
が
あ
る
の
で
な
い
こ

と
は
、若

問
以
墳
索
之
微
言
、
思
神
之
情
状
、
萬
物
之
欒
化
、
殊
方
之

奇
怪
、
朝
廷
宗
廟
之
大
輿
郊
紀
面
袷
之
儀
晶
、
三
正
四
姶
之

原
本
、
陰
陽
律
歴
之
両
道
度
、
軍
国
証
穫
之
典
式
、
古
今
困
草

之
異
同
、
則
悦
惇
自
失
、
暗
鳴
悦
仰
、
蒙
蒙
焉
、
莫
莫
焉
…
：

強
張
大
談
日
、
雉
群
故
事
、
蓋
是
窮
巷
章
句
之
士
、
…
…
所
宜

識
不
足
以
問
吾
徒
也
、
（
疾
謬
）

に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
と
し
、
彼
等
の
行
動
を
支
え
て
い
る

も
の
は
深
い
見
識
で
は
な
く
、
礼
教
に
反
す
る
行
為
の
み
が
立
派

な
こ
と
で
あ
り
大
人
物
な
の
だ
と
い
う
極
め
て
単
純
な
価
値
観
で

⑭

あ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
価
値
観
の
基
底
に
は
、

世
人
聞
戴
叔
鸞
阪
嗣
宗
倣
俗
日
放
見
謂
大
慶
、
而
不
量
其
材

力
、
非
倣
生
之
匹
、
而
慕
畢
之
、
（
刺
騎
）

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
単
に
戴
良
や
阪
籍
が
そ
の
よ
う
な
在
り
方

を
し
た
と
い
う
こ
と
以
外
な
に
も
な
く
、
戴
・
院
ら
が
実
際
に
は
そ

の
よ
う
な
在
り
方
を
す
る
土
台
に
は
、
深
い
見
識
と
才
能
が
あ
っ

た
の
だ
と
い
う
こ
と
彼
ら
だ
か
ら
こ
そ
で
き
た
の
だ
と
い
う
こ
と

を
考
え
て
み
る
こ
と
も
し
な
い
。
こ
の
よ
う
な
猿
ま
ね
行
為
は
流

行
に
の
り
お
く
れ
ま
い
と
す
る
軽
薄
な
人
間
の
み
が
な
す
こ
と
で

あ
る
と
言
う
。
西
晋
末
か
ら
東
晋
に
か
け
て
、
こ
の
よ
う
な
在
り

方
が
流
行
し
て
い
た
こ
と
は
、
『
世
説
新
語
』
や
『
青
書
』
な
ど
に

⑲

も
見
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
蔦
供
に
し
て
み
れ
ば
、
旦
且
つ
行

為
を
し
て
世
人
か
ら
注
目
さ
れ
慕
わ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
本
人

は
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
才
能
と
学
識
を
持
つ
こ
と
が
必
要
な
の
だ

と
言
い
た
い
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
立
場
か
ら
、
後
世
、
大
部
分
の

人
か
ら
は
大
人
物
と
う
た
わ
れ
た
郭
泰
も
、
実
は
奇
を
て
ら
う

売
名
主
義
者
で
し
か
な
か
っ
た
と
徹
底
的
に
批
判
さ
れ
て
い
る

（
正
郭
篇
）
し
、
そ
の
言
動
が
天
才
的
な
才
能
を
根
底
と
し
た
も
の

で
あ
る
か
の
感
を
い
だ
か
せ
る
禰
衛
も
、
結
局
血
の
気
の
多
い
軽

薄
な
若
者
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
だ
と
批
難
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。さ

て
、
そ
の
行
為
が
浅
は
か
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
聖
人
の
教

え
に
逆
行
す
る
こ
と
か
ら
社
会
を
大
き
な
混
乱
に
導
く
よ
う
な
も
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の
に
関
わ
っ
て
く
る
か
ら
▼
、
そ
れ
は
そ
れ
な
り
に
強
大
な
力
に
な

っ
て
い
く
恐
ろ
し
さ
を
具
え
て
い
る
。
即
ち
こ
の
よ
う
な
士
人
階

級
の
在
り
方
は
王
朝
椎
力
の
弱
さ
と
い
う
こ
と
、
し
た
が
っ
て
礼

教
を
守
る
こ
と
が
身
の
安
全
を
保
証
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
背
景

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
行
動
は
た
や
す
く
伝

播
す
る
し
更
に
そ
れ
は
時
の
流
れ
の
長
さ
に
比
例
し
て
、
次
第
に

批
判
さ
れ
る
こ
と
す
ら
な
く
な
っ
て
い
き
、
つ
い
に
は
、
そ
の
社

会
で
特
に
と
り
た
て
る
程
の
在
り
方
で
も
行
動
で
も
な
い
も
の
に

な
っ
て
い
く
の
み
か
、
逆
に
そ
れ
が
有
り
得
べ
き
叉
は
望
ま
し
い

在
り
方
や
行
動
と
し
て
固
定
化
し
常
識
化
し
て
い
く
趨
勢
を
具
え

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は

然
民
間
行
之
日
久
、
莫
覚
其
非
、
（
疾
謬
）

と
い
う
表
現
の
中
に
よ
く
言
い
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
よ
う
。
こ
の
よ

う
な
考
え
方
や
在
り
方
が
政
治
の
面
に
逆
に
影
響
し
て
く
る
と
、

軽
薄
之
人
、
迩
廟
高
深
、
交
成
財
購
、
名
位
租
合
、
便
背
鰭
坂

教
、
託
云
率
任
、
才
不
逸
倫
、
強
為
放
達
、
（
疾
謬
）

の
よ
う
に
勢
力
者
を
中
心
と
す
る
グ
ル
ー
プ
と
放
達
行
為
の
結
び

つ
き
は
、
厳
正
な
君
臣
体
制
治
下
で
ほ
お
こ
り
得
な
い
官
僚
社
会

⑱

の
堕
落
現
象
を
増
々
顕
著
に
し
て
ゆ
き
、

世
間
或
有
少
無
清
自
之
操
業
、
長
以
買
官
而
富
貴
、
（
刺
騎
）

乗
斤
両
者
、
或
舎
詮
衡
、
而
任
情
、
掌
村
斧
者
、
或
曲
経
基
於

附
己
、
選
之
者
、
既
不
鵠
官
棒
大
、
而
求
之
者
、
叉
不
日
謂
不

任
、
（
百
里
）

と
い
う
よ
う
な
、
異
官
や
私
情
に
よ
る
選
官
が
当
然
の
こ
と
の
よ

う
に
行
な
わ
れ
、
人
間
の
価
値
観
は
あ
る
べ
き
か
た
ち
を
次
第
に

変
容
さ
せ
て
い
く
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
、
選
官
の
方
法
の
改
善
を

主
張
す
る
も
の
が
審
撃
篇
に
も
見
え
、
政
治
の
厳
正
を
力
説
す
る

も
の
が
用
刑
篇
に
も
見
え
る
の
を
は
じ
め
と
し
て
、
類
似
の
表
現

は
外
篇
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
見
ら
れ
る
。
現
実
の
こ
の
よ
う
な
勢

力
者
権
力
の
示
す
価
値
観
が
固
定
化
し
て
い
く
こ
と
は
、
一
方
聖

君
を
助
け
万
民
を
善
導
す
べ
き
士
大
夫
階
級
に
お
け
る
為
政
助
力

者
的
性
格
を
蝕
み
無
力
化
し
、

生
乎
世
貴
之
門
、
居
乎
熱
烈
之
勢
、
率
多
不
興
騎
期
而
騙
自
乗

臭
、
（
刺
騎
）

君
臣
体
制
下
の
公
正
な
階
級
制
度
は
な
ん
ら
意
味
を
持
た
ず
、
広

く
人
材
を
起
用
す
べ
き
凪
は
権
力
者
に
よ
る
世
襲
的
閉
鎖
的
な
機

構
を
形
成
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
現

象
は
、
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徒
以
翁
扇
赦
述
、
催
伊
倒
立
、
低
眉
屈
膝
、
奉
附
樺
豪
、
（
刺
騎
）

或
恨
財
色
以
交
権
豪
、
成
因
時
運
以
挑
発
位
、
或
以
婚
姻
両
道

貴
威
、
戎
弄
毀
誉
以
合
成
柄
、
（
疾
謬
）

等
の
文
に
よ
く
述
べ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
本
来
そ
の
本
質
の
優
劣
に
よ
る
べ
き
選
官
の
規
準

は
外
形
や
財
力
・
樺
勢
に
置
き
か
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
社

会
構
成
員
の
行
為
の
規
準
さ
ら
に
は
価
値
観
と
い
っ
た
も
の
は
、

次
第
に
王
朝
を
頂
点
と
す
る
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
く
し
、
こ

の
こ
と
が
ま
す
ま
す
社
会
を
混
乱
の
う
ず
に
巻
き
込
み
、
王
朝
を

崩
壊
さ
せ
る
趨
勢
を
形
成
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
観
点

か
ら
、
本
質
と
外
形
と
は
厳
密
に
見
分
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ

と
が
名
案
欝
や
清
璧
篇
・
行
晶
篇
な
ど
に
特
に
集
中
的
に
説
か
れ

て
い
る
。
公
正
な
立
場
か
ら
の
賢
者
の
任
命
に
端
を
発
し
な
い
王

室
の
弱
さ
不
安
定
さ
は
、
礼
教
無
視
か
ら
豪
族
の
勢
力
拡
張
を
も

た
ら
し
、
そ
れ
が
次
第
次
第
に
王
室
の
存
在
を
有
名
無
臭
な
も
の

に
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
更
に
社
会
を
混
乱
に
導
く
と
い
う
よ
う

な
霊
循
環
を
く
り
返
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
う
ち
で
は
言
い
の
こ
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
放
達

行
為
は
、
単
に
王
室
の
力
の
衰
微
か
ら
の
み
お
こ
っ
て
く
る
の
で

は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
行
為
を
尊
ぶ
社
会
現
象
は
わ
ざ
と
つ
く
り

あ
げ
ら
れ
て
い
く
性
格
も
多
分
に
あ
る
と
い
う
よ
う
に
も
考
え
ね

ば
な
る
ま
い
。
即
ち
新
権
力
の
幹
た
ら
ん
こ
と
を
望
む
勢
力
者

が
、
王
室
の
存
在
を
有
名
無
実
に
す
る
た
め
の
積
極
的
な
行
動
の

一
環
と
し
て
意
図
的
に
こ
の
よ
う
な
在
り
方
を
ひ
ろ
め
て
ゆ
く
画

も
あ
る
。
こ
う
し
て
社
会
の
混
乱
を
深
め
る
こ
と
、
叉
一
方
で
ほ

以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
、
王
権
の
確
立
に
力
あ
る
よ
う
な
者
達
を

し
め
出
し
て
し
ま
う
よ
う
に
す
る
こ
と
が
仕
組
ま
れ
て
い
く
の
で

あ
る
。
阪
籍
ら
の
場
合
は
と
も
か
く
、
晋
代
に
行
わ
れ
た
こ
れ
ら

の
単
純
な
模
倣
と
し
て
の
放
達
行
為
に
は
多
分
に
こ
の
様
な
意
味

が
存
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

さ
て
次
に
、
以
上
の
政
治
・
社
会
の
混
乱
と
逸
民
・
隠
者
の
存

在
と
の
関
連
に
諭
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
反
礼
教
的
行
為

の
蔓
延
が
社
会
を
混
乱
に
陥
入
れ
王
朝
を
崩
壊
に
導
く
、
こ
の
こ

と
を
決
定
的
に
す
る
も
の
は
、
こ
れ
ら
の
社
会
現
象
の
過
程
で
、

な
お
王
朝
の
建
て
な
お
し
に
力
を
与
え
得
る
賢
者
が
排
斥
さ
れ
て

い
く
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
の
排
斥
は
ま
ず
ど
う
い
う
か
た
ち
で
現

わ
れ
る
か
と
い
え
ば
、

儀
癖
飲
合
、
或
拇
戎
虹
、
暑
夏
之
月
、
露
首
和
博
、
盛
務
唯
在
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拷
滴
陛
棋
、
…
…
以
如
此
老
翁
高
遠
、
以
不
雨
着
、
鵠
験
野
、

（
疾
謬
）

の
如
く
、
は
じ
め
は
放
達
を
な
す
人
の
自
衛
弁
護
の
た
め
の
反
論

老
な
い
し
は
批
判
者
に
対
す
る
中
傷
か
ら
は
じ
ま
り
、
そ
れ
を
勢

力
圏
を
利
用
し
て
伝
播
す
る
こ
と
、
こ
れ
に
よ
っ
て
賢
者
の
レ
ッ

テ
ル
を
愚
者
の
そ
れ
に
は
り
変
え
る
こ
と
に
発
展
さ
せ
て
い
く
こ

と
、
即
ち
、

凡
夫
浅
識
、
不
癖
邪
正
、
謂
守
遺
著
鵠
陸
沈
、
以
履
経
老
鶏
知

襲
、
（
審
攣
）

の
よ
う
に
、
世
論
の
中
で
今
ま
で
は
賢
者
の
も
の
と
さ
れ
て
い

た
考
え
行
為
が
マ
イ
ナ
ス
の
価
値
評
価
と
し
て
定
着
す
る
よ
う
に

⑭

は
た
ら
き
か
け
て
い
く
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
先
に
述
べ
た
古
の

賢
者
批
判
な
ど
も
こ
れ
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
そ

し
て
そ
の
結
果
と
し
て
は
、

以
嶽
崎
猫
立
者
鵠
客
疏
拙
、
以
奴
顔
碑
昧
者
馬
暁
解
常
世
、

（
交
際
）

以
倣
冗
無
検
者
為
大
度
、
以
惜
護
節
操
老
鶏
礎
少
、
（
疾
謬
）

の
如
く
、
世
論
の
中
に
あ
る
人
問
へ
の
価
値
評
価
が
変
化
し
て
い

く
こ
と
が
お
こ
っ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な
世
状
の
中
で
放
達
に
対

し
て
批
判
的
で
あ
る
人
と
し
て
の
賢
者
ほ

是
以
高
畢
美
行
抑
而
不
扮
、
（
提
才
）

窮
士
推
知
此
風
俗
不
足
引
進
、
而
名
勢
拉
乏
、
何
以
整
之
、
毎

以
為
慨
、
故
常
獲
憎
於
斯
墾
而
見
謂
鵠
野
朴
之
人
、
（
疾
謬
）

悲
夫
、
逝
俗
之
士
不
群
之
人
所
以
比
肩
不
遇
、
不
可
勝
計
、
或

抑
頓
於
薮
澤
、
成
立
朝
而
斥
退
也
、
（
窮
達
）

と
い
う
よ
う
な
在
り
方
と
し
て
位
置
づ
け
さ
れ
て
し
ま
う
。
か
く

し
て
世
状
の
混
乱
を
示
す
二
現
象
と
し
て
、
有
能
の
士
・
賢
者
が

斥
け
ら
れ
る
と
い
う
現
象
が
お
こ
っ
て
く
る
。
し
か
し
彼
ら
は
こ

の
よ
う
に
世
俗
の
価
値
規
準
の
わ
く
外
へ
出
さ
れ
な
が
ら
も
、
理

想
的
な
君
臣
体
制
が
い
つ
か
は
確
立
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
優
秀

な
君
主
が
登
場
し
て
そ
の
持
つ
深
い
見
識
で
も
っ
て
さ
が
し
出
し

て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
か
と
の
期
待
を
持
っ
て
階
巷
に
在
る
こ
と
、

是
以
智
者
蔵
其
器
以
有
待
也
、
隠
其
身
而
有
為
也
、
（
良
規
）

の
如
く
で
あ
る
。
然
し
自
ら
が
糎
力
者
た
ら
ん
と
す
る
者
は
王
朝

の
力
を
衰
微
さ
せ
る
こ
と
に
目
標
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
自
分
達

に
線
も
ゆ
か
り
も
な
く
、
下
手
を
す
れ
ば
正
論
で
も
っ
て
こ
ち
ら

を
批
判
す
る
力
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
こ
の
よ
う
な
正
統
論
者
た

ち
を
た
や
す
く
う
か
び
あ
が
ら
せ
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
だ
か
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ら
世
論
へ
の
働
き
か
け
と
同
時
に
、
こ
れ
を
君
主
か
ら
も
目
の
と

ど
か
な
い
存
在
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で

俵
人
相
汲
引
而
柴
正
路
、
俊
脅
威
下
位
而
不
見
知
、
（
名
案
）

懐
正
盾
貞
老
填
牢
乎
泥
中
、
両
校
滑
巧
偏
老
軒
嘉
乎
虹
寛
之
際

臭
、
（
審
撃
）

逸
倫
之
士
、
非
祀
不
動
、
山
崎
淵
淳
、
知
之
老
希
、
馳
逐
之
徒

蔽
而
毀
之
、
故
思
賢
之
君
、
終
不
知
奇
才
之
所
在
、
（
審
拳
）

に
示
さ
れ
る
よ
う
な
か
た
ち
で
賢
者
た
ち
は
そ
の
存
在
を
か
く
さ

れ
排
斥
さ
れ
て
い
く
わ
け
で
あ
る
。

以
上
、
賢
者
が
隠
者
で
あ
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
は
自
ら
望
む
が

た
め
で
は
な
く
、
先
ず
そ
う
あ
る
よ
う
に
し
む
け
ら
れ
る
面
も
存

す
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
積
極
的
に
そ
れ
を
求
め
る
意
志

も
隠
者
に
は
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
こ
の
よ
う
に
世
論
か
ら

斥
け
ら
れ
、
勢
力
者
の
グ
ル
上
フ
に
君
主
か
ら
隔
離
さ
れ
る
よ
う

な
次
の
時
点
の
問
題
と
し
て
起
こ
っ
て
く
る
。
本
来
積
極
的
に
、

理
恵
的
君
臣
体
制
の
確
立
に
大
い
に
力
あ
ら
ん
と
欲
す
る
こ
れ
ら

賢
者
は
、

大
賢
常
少
而
愚
常
多
、
多
則
比
周
而
匿
暇
、
少
則
孤
弱
而
無
援
、

（
名
賓
）

に
よ
っ
て
、
そ
の
政
治
社
会
へ
の
登
場
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の

積
極
性
を
あ
ら
ゆ
る
や
り
方
で
奪
わ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
君
主

が
見
出
し
て
く
れ
る
の
を
消
極
的
に
待
つ
他
な
い
わ
け
で
あ
る

が
、
い
つ
ま
で
も
消
極
的
に
在
る
こ
と
で
屈
辱
を
受
け
る
こ
と
は
、

自
尊
の
気
拝
の
許
さ
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
し
、
そ
れ
以
上
に
そ
の
よ

う
に
在
る
こ
と
で
、
大
い
な
る
勢
力
を
持
ち
は
じ
め
た
反
礼
教
老

た
ち
を
反
対
に
軽
蔑
し
て
い
る
こ
と
は
、
大
い
に
身
の
危
険
に
関

わ
っ
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
ら
ほ
世
論
が
自
ら
に
敵
対

し
勢
力
者
が
自
分
を
し
め
出
し
に
か
か
っ
た
と
知
る
や
、
積
極
的

／
に
そ
の
社
会
に
背
を
向
け
て
い
く
段
階
に
移
行
す
る
わ
け
で
あ
る

そ
の
こ
と
を
語
る
文
と
し
て
は

姦
備
柴
顧
、
則
英
傑
滞
逝
、
高
概
恥
輿
闇
董
薦
伍
、
清
節
差
入

密
窒
之
貰
、
畢
任
拉
謬
、
別
辞
賢
括
嚢
、
（
審
翠
）

於
是
明
哲
色
斯
而
幽
適
、
高
俊
括
嚢
而
伴
愚
、
（
漠
過
）

雷
途
之
士
莫
撃
莫
頁
、
潜
側
武
之
階
巷
、
東
経
栖
之
蓬
屋
、

（
安
食
）

な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
正
当
な
思
考
と
在
り

方
が
逆
に
作
用
し
て
か
え
っ
て
不
利
な
環
境
に
追
い
や
ら
れ
、
一

般
的
価
値
規
準
の
最
低
の
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
に
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対
す
る
こ
れ
ら
賢
者
の
積
極
的
な
反
逆
は
、
世
俗
的
価
値
観
へ
の

反
揆
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う

い
う
価
値
観
を
抱
い
た
生
存
の
仕
方
は
、
自
然
と
隠
者
的
生
存
と

な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
こ
れ
ら
の

文
の
表
面
に
は
表
わ
れ
て
は
い
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
が
、
世
俗

の
一
般
人
に
と
っ
て
は
勢
力
老
た
ち
に
よ
っ
て
か
も
し
出
さ
れ
た

反
礼
教
的
ム
ー
ド
に
従
っ
て
い
く
こ
と
が
保
身
で
あ
る
が
、
賢
者

に
と
っ
て
は
世
俗
の
価
値
規
準
の
外
に
在
る
こ
と
が
、
身
の
安
全

を
保
証
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
も
あ
る
こ
と
は
前
述
の
如
く
勿
論

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
自
ら
欲
せ
ず
し
て
排
斥
さ
れ
る
段
階
で
は

な
お
プ
ラ
ス
の
危
険
性
の
中
に
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、

自
ら
欲
っ
し
て
世
俗
の
枠
外
に
出
る
と
い
う
積
極
的
な
在
り
方
に

転
換
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
勢
力
老
か
ら
は
政
治
的
関
心
を
全
く

失
っ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
、
危
険
性
は
マ
イ
ナ
ス
に
変
え
ら
れ
て

い
く
か
ら
で
あ
る
。

ヽ
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上
章
に
お
い
て
は
嘉
供
の
云
う
隠
者
的
存
在
者
の
発
生
に
関
す

る
社
会
的
条
件
に
ふ
れ
、
こ
の
よ
う
な
中
で
は
賢
者
は
隠
者
た
ら

ざ
る
を
得
な
い
存
在
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
の
で
、

こ
こ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
隠
者
の
賛
美
の
意
味
を

総
括
的
に
考
察
し
て
み
る
。

ま
ず
、
隠
者
の
存
す
る
現
象
の
社
会
的
背
景
は
ど
う
で
あ
ろ
う

か
、
上
章
に
述
べ
て
来
た
こ
と
を
逆
に
た
ど
っ
て
い
け
ば
そ
の
こ

と
は
白
か
ら
明
確
に
さ
れ
て
く
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
通
し
て

こ
そ
隠
者
賛
美
の
頁
意
の
あ
り
か
も
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
と
云

え
る
。
今
こ
こ
に
そ
れ
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
隠
者
の
存
す
る
社

会
的
条
件
は
、
王
権
の
弱
化
、
特
殊
な
勢
力
者
グ
ル
ー
プ
の
一
種

の
政
治
工
作
と
し
て
の
遺
徳
・
伝
統
無
視
の
考
え
ま
た
行
為
、
そ

し
て
そ
の
こ
と
の
一
般
的
風
潮
化
、
そ
れ
と
関
連
す
る
閉
鎖
的
独

占
的
任
官
制
な
ど
に
あ
っ
た
。
従
っ
て
こ
こ
で
云
え
る
こ
と
は
、

賢
者
が
隠
者
で
あ
ら
ざ
る
を
得
ず
隠
者
で
あ
る
こ
と
を
求
め
る
と

い
う
よ
う
な
王
権
社
会
は
非
常
に
大
き
な
崩
壊
の
危
機
に
直
面
し

て
い
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
更
に
、
心
あ
る
為
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故
老
は
、
よ
ろ
し
く
そ
の
点
に
注
目
し
て
そ
れ
へ
の
対
策
を
考
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
警
告
の
言
葉
と
し
て
解
さ
な
く
て
は

な
ら
な
い
面
を
持
っ
て
い
る
と
云
え
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
警
告

の
言
葉
と
し
て
の
他
の
表
現
は
、
過
去
の
時
代
の
実
例
を
く
り
返

し
述
べ
る
文
に
も
見
ら
れ
、

漢
之
末
年
・
呉
之
晩
年
則
不
然
鴬
、
望
冠
蓋
以
選
用
、
任
朋
業

之
華
響
、
（
崇
教
）

漢
之
末
葉
、
桓
靂
之
世
、
柄
去
帝
室
、
政
在
姦
臣
、
網
漏
防
潰
、

風
貌
教
酌
、
（
審
車
）

余
観
懐
愁
之
世
、
俗
尚
騎
襲
…
…
（
刺
騎
）

漢
之
末
世
、
則
異
於
正
、
蓬
髪
乱
贅
、
横
柄
不
帯
或
裏
表
以
接

人
、
（
疾
謬
）

歴
覚
前
載
、
逮
乎
近
代
、
遺
微
俗
輿
、
莫
劇
漢
末
也
、
（
漢
過
）

漢
之
末
年
、
呉
之
季
世
、
則
不
然
焉
、
撃
士
也
、
必
附
己
老
鵠

前
、
取
入
也
、
必
多
覚
老
鶏
決
、
（
窮
達
）

な
ど
、
い
ず
れ
も
社
会
の
混
乱
・
多
菜
者
に
よ
る
極
力
の
専
横
・

風
教
の
堕
落
な
ど
を
こ
う
い
う
時
期
の
特
色
と
し
て
あ
げ
て
い

⑮る
。
従
っ
て
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
賢
者
が
退
け
ら
れ
、
世
俗
の

混
濁
に
背
を
向
け
て
在
る
隠
者
が
誕
生
す
る
条
件
を
完
全
に
具
え

て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
現
実
（
と
い
っ
て
も
こ
れ
は
前
述

の
よ
う
に
西
晋
末
を
さ
す
と
考
え
ら
れ
る
）
の
社
会
は
そ
れ
と
同

じ
状
況
を
口
王
し
て
い
る
が
故
に
、
賢
者
は
隠
者
た
ら
ざ
る
を
得
な

い
わ
け
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
為
政
者
に
望
ま
れ
る
こ
と
は
隠

者
・
逸
民
が
存
在
す
る
ほ
ど
危
機
が
せ
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
十
分

悟
っ
て
、
積
極
的
に
有
能
の
士
を
見
出
す
行
動
を
開
始
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
一
旦
こ
の
様
な
状
況
が
お
こ
っ
て

い
れ
ば
既
に
専
横
の
勢
力
者
達
の
力
は
想
像
以
上
に
大
き
く
な
っ

て
い
る
か
ら
、
君
主
が
思
う
さ
ま
に
賢
者
を
見
出
さ
ん
と
す
る
こ

と
は
い
よ
い
よ
困
難
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
状
況
を
か
か

え
て
い
た
漢
・
呉
さ
ら
に
は
西
晋
王
朝
は
滅
ん
だ
わ
け
で
あ
る
。

（
こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
君
主
の
愚
を
直
接
に
は
云
っ
て
は
い
な
い

が
、
聖
君
は
賢
者
を
見
出
す
と
い
う
こ
と
か
ら
逆
推
し
て
、
そ
の

こ
と
を
暗
に
云
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
）
こ
れ
ら
を
良
き
教
訓

と
す
る
こ
と
が
新
政
権
の
王
者
に
与
え
ら
れ
た
課
題
で
も
あ
る
。

以
上
要
す
る
に
、
西
晋
の
政
権
の
乱
れ
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
で
、

賢
者
は
こ
う
い
う
世
状
下
で
は
隠
者
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に

追
い
込
ま
れ
て
し
ま
う
運
命
に
あ
り
、
そ
し
て
そ
う
で
あ
る
か
ら

こ
そ
、
こ
う
い
う
社
会
を
背
景
と
し
て
は
隠
者
的
な
在
り
方
は
賛
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美
さ
れ
る
に
十
分
な
良
い
在
り
方
で
あ
っ
た
。
と
い
う
よ
う
に
論

ず
る
こ
と
か
ら
、
結
局
、
隠
者
は
社
会
混
乱
か
ら
王
朝
の
危
機
と
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い
う
も
の
を
表
わ
す
一
つ
の
象
徴
で
も
あ
る
の
だ
と
云
い
た
い
の

で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
、
こ
の
よ
う
に
な
ら
ぬ
よ
う
十
分
配
慮
せ
よ

と
の
新
政
権
へ
の
提
言
・
警
告
の
う
ち
の
一
と
云
え
る
。
そ
の

二
は
用
に
お
い
て
主
と
し
て
述
べ
た
内
容
に
関
わ
る
の
で
あ
る

が
、
賢
者
は
隠
者
た
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
西
晋
王
朝
に
代
わ
る

新
政
権
に
必
要
な
こ
と
は
、
こ
れ
ら
在
野
の
士
た
る
隠
者
を
、
王

者
が
優
れ
た
補
佐
を
必
要
と
す
る
と
い
う
伝
統
的
な
政
治
観
に
立

っ
て
、
重
用
す
べ
き
で
あ
る
。
隠
者
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
と

い
う
こ
と
は
政
権
の
安
定
を
な
し
得
な
い
し
、
隠
者
が
在
る
と
い

う
こ
と
は
、
新
興
と
は
名
ば
か
り
の
王
権
の
弱
さ
・
社
会
の
混
乱

を
露
呈
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
と
云
う
も
の
の
如
く
で
あ
る
。

隠
者
賛
美
の
真
音
は
こ
の
二
つ
の
内
容
を
持
っ
て
い
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。

従
来
隠
者
は
世
俗
社
会
と
断
絶
し
て
在
る
存
在
者
と
い
う
面
の

み
が
注
目
さ
れ
や
す
い
が
、
そ
の
社
会
状
況
と
の
関
連
を
考
え
、

そ
の
発
生
の
過
程
か
ら
見
る
と
、
意
外
に
も
ま
っ
た
く
反
対
で
、

本
来
は
積
極
的
に
社
会
に
参
加
す
る
意
志
を
持
っ
て
い
る
存
在
者

で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
存
在
で
あ

る
隠
者
を
賛
美
す
る
恩
恵
表
現
の
中
に
は
、
そ
の
社
会
に
お
け
る

棒
力
体
系
が
崩
壊
す
る
こ
と
へ
の
警
筈
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る

こ
と
に
は
興
味
深
い
′
も
の
が
あ
る
。
た
だ
蔦
供
の
場
合
に
は
、
更

に
そ
れ
が
新
興
政
糎
へ
の
提
言
と
い
う
形
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と

こ
ろ
に
、
そ
の
特
異
性
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

註
①
　
哲
学
第
1
8
集
「
葛
供
の
逸
民
」

◎
　
哲
学
第
2
1
集
「
飽
敬
言
の
思
想
」

⑧
　
『
青
書
』
王
導
伝
に
、
「
及
徒
鉄
建
康
、
呉
人
不
附
、
居
月
蝕
、
士

庶
莫
有
至
者
、
導
息
之
」
と
見
え
、
江
南
新
政
権
も
そ
の
確
立
に
は

可
成
り
苦
労
し
て
い
る
。
江
南
の
名
族
顧
螢
・
賀
循
ら
を
ま
ね
く
こ

と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
安
定
し
た
と
い
う
。
即
ち
「
帝
乃
使
導
窮
造

循
発
二
人
、
皆
應
命
而
至
、
由
是
呉
合
風
靡
、
百
姓
蹄
心
焉
」
と
言

う
。
こ
れ
ら
が
よ
く
語
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

④
　
巻
五
十
の
「
且
叙
」
や
『
晋
書
』
本
伝
に
よ
れ
ば
、
三
十
台
の
初

と
お
ぼ
し
き
時
期
に
司
馬
容
の
府
に
接
と
な
っ
て
い
る
し
、
四
十
台

に
は
王
導
に
召
さ
れ
た
り
し
た
こ
と
が
『
青
書
』
の
本
伝
や
『
太
平

寛
宇
記
』
巻
一
百
六
十
な
ど
に
見
え
て
い
る
。

⑤
　
昔
在
、
唐
虞
梧
古
欽
明
、
猶
侯
群
后
之
翼
亮
、
用
意
塊
兢
之
成
功

…
…
喩
之
元
首
、
方
之
股
肱
、
雉
有
尊
卑
之
殊
遇
、
賓
若
一
鮭
之
相

頼
也
、

使
親
疎
柏
持
、
尾
鵠
身
幹
、
枝
錐
茂
而
無
傷
本
之
菱
、
流
推
盛
而
無
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背
濾
之
勢
、
（
君
遺
）

以
英
逸
而
遭
大
明
、
則
桑
蔭
未
移
而
金
蘭
之
協
已
固
臭
、
（
接
疏
）

唐
虞
所
以
能
頭
親
粗
之
功
者
、
賛
頼
股
肱
之
良
也
、
（
審
攣
）

錐
有
稽
古
之
才
、
而
無
宣
力
之
佐
、
則
莫
練
塀
庶
横
、
（
審
攣
）

放
招
賢
用
才
者
、
人
主
之
要
務
也
、
（
貴
賢
）

是
以
明
主
、
…
…
不
適
千
里
、
不
博
屈
己
、
不
恥
卑
解
、
而
以
致
賢

鳥
常
務
、
得
士
馬
垂
聾
、
（
欽
士
）

な
ど
の
文
が
こ
れ
を
よ
く
の
べ
て
い
る
。

哲
学
第
1
8
集
頁
1
2
4
～
1
2
5
参
蝿
。

『
奇
書
』
巻
五
十
八
の
周
放
伝
に
、
「
時
中
国
亡
官
失
守
之
士
、
避

軋
来
者
、
多
居
期
位
、
駕
御
呉
人
、
呉
入
鹿
怨
、
恕
囚
之
欲
起
兵
」
と

見
え
、
江
南
の
人
々
の
北
方
人
に
対
す
る
対
立
意
識
の
相
当
強
い
も

の
が
う
か
が
え
る
。
『
北
堂
書
紗
』
巻
六
十
一
二
都
護
の
項
に
、
「
否
中

興
書
呉
郡
顧
錬
云
、
柴
字
彦
先
、
＝
‥
＝
時
南
士
多
士
、
末
轟
才
用
、

柴
又
上
言
…
…
」
と
見
え
、
江
南
人
が
と
も
す
れ
ば
政
権
の
圏
外
に

置
か
れ
や
す
い
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
『
曽

書
』
巻
六
十
八
の
本
伝
に
も
見
え
て
い
る
。
ま
た
北
方
人
が
江
南
で

あ
る
種
の
異
和
感
を
い
だ
い
て
い
た
こ
と
は
『
寄
書
』
巻
六
十
五
の

王
導
伝
に
、
「
過
江
人
士
、
毎
至
暇
日
、
相
要
出
新
亭
飲
宴
、
周
顕
中

坐
而
歎
日
、
風
景
不
殊
、
寧
日
有
江
河
之
異
、
皆
相
祓
流
沸
、
惟
導

慨
然
欒
色
目
、
薗
共
動
力
王
室
、
剋
復
神
州
、
何
至
作
要
因
相
封
泣

邪
」
と
言
う
。
こ
れ
は
直
接
の
対
立
を
言
う
文
で
は
な
い
が
、
北
方

人
が
北
方
人
と
し
て
の
こ
の
よ
う
な
誇
り
と
同
胞
意
識
を
持
つ
こ
と

が
江
南
人
と
の
対
立
の
原
動
力
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
言
え
よ
う
。

な
お
略
同
じ
文
が
『
世
説
新
語
』
言
語
縞
に
も
見
え
る
。

⑧
　
阪
籍
ら
に
見
ら
れ
た
反
礼
教
的
態
度
の
中
に
も
こ
れ
に
近
い
も
の

が
あ
ろ
う
し
、
西
晋
か
ら
東
晋
へ
か
け
て
こ
の
風
を
慕
う
行
為
が
あ

っ
た
の
も
こ
れ
に
原
因
が
あ
ろ
う
。

⑨
　
現
実
と
い
う
場
合
、
葛
洪
に
は
二
重
の
意
味
が
あ
っ
た
と
思
う
。

一
は
実
際
に
昔
酸
を
な
め
た
西
晋
末
混
乱
の
社
会
で
、
こ
の
草
と
深

い
関
連
を
持
つ
も
の
。
一
ほ
司
馬
昏
新
政
権
の
確
立
を
む
か
え
た
時

点
で
、
前
章
は
特
に
こ
れ
と
の
関
連
が
深
い
。
こ
の
こ
と
は
、
『
抱

朴
子
』
が
一
時
に
書
き
あ
げ
ら
れ
た
も
の
で
な
く
、
西
晋
末
期
を
背

景
と
し
て
書
き
た
め
ら
れ
、
東
晋
初
期
に
完
成
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も

推
測
し
得
る
こ
と
で
あ
る
。

⑩
　
『
文
選
』
巻
四
十
九
の
「
膏
紀
総
論
」
に
、
「
其
婦
女
荘
櫛
織
姫
、

皆
取
成
於
嫡
僕
、
未
嘗
知
女
工
練
真
之
業
、
中
餞
酒
食
之
事
也
、
＝

…
」
と
言
う
。

⑱
　
『
青
書
』
巻
四
十
三
王
析
…
伝
に
よ
る
と
、
「
（
主
節
）
常
日
比
子
貢

兼
名
饗
籍
甚
傾
動
常
世
、
妙
善
玄
言
、
唯
談
老
荘
馬
車
、
：
…
・
義
理

有
所
不
安
、
随
郎
改
更
、
世
親
口
中
雌
黄
、
朝
野
易
然
、
謂
之
一
世

龍
門
臭
、
累
居
穎
職
、
後
進
之
士
、
莫
不
景
慕
放
放
、
選
挙
翌
朝
、

皆
以
鵠
稀
首
、
衿
高
浮
誕
、
遂
成
風
俗
焉
」
と
見
え
、
こ
の
あ
た
り

の
蔦
共
の
述
べ
る
こ
と
と
一
致
す
る
も
の
が
う
か
が
え
る
。

⑩
　
前
注
と
も
関
連
が
あ
る
が
、
『
文
選
』
巻
四
十
九
の
「
啓
紀
組
諭
し

に
、
「
風
俗
淫
僻
、
恥
尚
失
所
、
単
著
以
荘
老
翁
宗
、
而
鮒
六
経
、
談

老
以
虚
薄
鶏
群
、
而
腹
名
俊
、
行
身
老
以
放
濁
為
通
、
而
狭
節
信
、

進
仕
者
以
筍
得
薦
貴
、
而
郡
居
正
、
常
官
署
以
望
空
鳥
高
、
而
笑
勤
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惰
、
：
…
」
と
言
い
、
注
所
引
の
『
王
隠
禁
書
』
に
、
「
王
街
不
治
経

史
、
唯
以
荘
老
虚
談
惑
衆
」
と
言
い
、
叉
「
黄
道
十
弟
、
多
租
述
於

阪
籍
、
同
禽
…
累
寓
通
」
叉
「
侍
玄
日
、
論
経
理
老
謂
之
俗
生
、
説
法

理
著
名
烏
俗
吏
」
と
言
う
。
『
世
説
新
語
』
徳
行
馬
に
は
、
「
王
平
子

胡
母
彦
画
諸
人
、
皆
以
任
放
鳥
達
、
或
有
裸
鮭
」
と
あ
り
『
王
隠
膏

書
』
を
引
い
て
阪
階
王
澄
・
謝
蛇
・
胡
母
輔
之
ら
が
阪
籍
を
ま
ね
た

こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
な
お
『
曹
書
』
巻
四
十
九
に
四
友
・
八
伯
・

四
伯
な
ど
の
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
は
賽
厩
の
崇

有
論
が
鋭
い
論
難
を
下
し
て
い
る
。
『
音
書
』
巻
三
十
五
の
本
伝
に

は
「
鮫
深
息
時
俗
放
蕩
不
尊
儒
術
、
何
畳
阪
籍
素
有
高
名
於
世
、
口

談
浮
虚
、
不
達
薗
法
、
尺
祓
耽
轟
、
仕
不
事
事
、
至
王
街
之
徒
、
聾

翠
太
盛
、
位
高
勢
重
、
不
以
物
務
、
自
嬰
遂
相
放
致
、
風
教
陵
恕
」

と
見
え
る
。
ま
た
巻
九
十
四
の
戴
達
伝
に
よ
れ
ば
、
彼
に
も
放
達
非

道
の
論
が
あ
り
、
「
若
元
康
之
人
可
謂
好
遊
跡
而
不
求
其
本
、
…
…
放

達
似
達
、
所
以
乱
遺
、
然
竹
林
之
馬
放
、
有
疾
而
為
聾
者
也
、
元
康

之
馬
放
、
無
徳
而
折
巾
老
也
」
と
言
う
。

『
文
選
』
の
「
吾
紀
組
論
」
に
も
、
「
而
世
族
貴
戚
之
子
弟
、
陵
邁

超
越
、
不
抱
資
次
、
悠
悠
風
塵
、
皆
奔
競
之
土
」
と
あ
り
、
注
所
引

の
劉
寛
の
「
崇
評
論
」
に
は
　
「
非
勢
家
之
子
、
率
多
因
資
次
而
進

之
、
」
と
言
う
。
な
お
前
注
㊥
も
参
照
。

前
注
⑩
を
参
照
。

こ
の
他
に
、

霜
麒
之
世
、
閤
官
用
車
、
群
姦
東
隣
、
（
審
攣
）

漠
末
之
世
、
要
麒
之
時
、
品
藻
乗
涯
、
（
名
賓
）

漠
末
諸
無
行
、
白
相
品
藻
次
第
、
睾
疇
慢
倣
、
（
刺
璃
）

な
ど
が
あ
り
、
呉
失
得
の
内
容
な
ど
も
こ
れ
に
あ
た
る
。

（
福
岡
女
子
短
期
大
学
）



(86)

Studies in Tian-rui (5^3) of Lie-zi (?IJ^)

(Part2)

Yoshio Yamaguchi

It is well known that the work of Lie-zi has contained many points

open to questioning. But most scholars have been bent on criticizing

the falsehod of the work, neglecting to bring light on the ideas of Lie-zi

himself. The present writer has long by stood its opinion that in the

work of Lie-zi as it is there are mixed the essential part expressing the

ideas of Lie-zi and the part subjoined by those after him. It is the same

with Tian-rui, the first chapter of Lie-zi; this research is a result of the

close examination and analysis of every chapter of Tian-rtd.

This treatse continues from Journal of Sinological Studies (^M^-M^t)

No. 32, Novemver 1966 : published by The Sinological Society of Hiro-

shima.

The Real Intention of the Admiration of Hermits

Takao Shimomi

Re Hung (H$ft). a scholar early in the 4th century A. D., wrote his

å Pao pu tzu' (fS/j^-p) and explained his famous Immortal being in its

Nei pien (flfi). while he admired the way of hermit life in its Wai pien

In this paper, the auther of these lines focused his eyes mainly on

the Wai pien and tried to make it clear where lies the real intention, of

Kl Hung's admiration of such kind of existence as hermits. Although the

admiration of hermit itself might be understood merely, as a manifes-

tation of the ideal figure of human existence, it is, in reality, dealt as

the symbolic expression of a certain social phenomenon.

tosho-seibi-repo
長方形
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That is to say, Ki Hung tried to explain that hermits would appear

with such backgrounds as the weakening of the dynastical authority and

the confusion and instability of the political administration. Therefore,

the admiration of hermit-like existence couid conversely be taken as the

tacit implication of the social confusion and of the crisis of its collapse.

A study of Lunyii-chieh (gjfgg?)

Tsunenobu Takahata

Chang Nan-hsien (jiSMff) wrote notes on the Analects of Confucius (|J}

fg) in 1173. He named it Lunyii-chieh (MW>M~)

Presently he sent it his friend Chii-tzu Ofc^). His friend read it, and

criticized 120 points of Lunyii-chieh (compare ^^p^|j| ^31).

When Chang Nan-hsein (jS^fff) received the criticisms, he agreed in

some thinkings, but he did not agree in another points.

A few years ago, he revised Lunyii-chieh in agreement with some Chii-

tzu's thoughts.

1. When he commented the Analects of Confucius (iiijfg-) for the first

time, his comments were rough. He took Chii-tzu's advice and co-

mmented carefully the Analects of Confucius.

2. His comment missed frequently in theory for the first time. He

took Chu-tzu's advice and commented carefully in theory.

3. Chang Nan-hsien and Chii-tzu had different thought for the first time.

He thought, "when he cultivate his mind, the first is ch'a-shih (fg

Ijjjj, perceire), the second is han-yang (i^jij, keep his temper)".

But his friend thought, "when he cultivate his mind, the first is

han-yang, the second is ch'a-shih." He and his friend discussed about

it, and he agreed with his friend's thought.

tosho-seibi-repo
長方形




