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隠
事
種
の
逃
導
あ
る
が
・
逃
避
の
籍
壁
代
に
ξ
て
餐
古
く
は
権
力
か
・
遠
ざ
か
っ
て
山
谷
江
海
の
ほ
逆
逃
誉
二

一
労
働
し
て
耐
乏
的
幕
無
旨
ん
ず
る
の
蓄
で
あ
っ
た
．
三
時
袋
で
は
な
お
そ
の
よ
う
な
稟
の
風
が
強
く
存
し
て
い
た
。
釜
澤
時
代
に
な
る
≒
　

皇
の
禺
の
中
量
な
が
・
モ
て
隠
れ
、
裕
か
に
・
て
楽
・
む
べ
き
懸
・
な
・
二
見
逃
避
性
が
薄
・
い
だ
よ
定
量
・
ご
か
・
・
れ
讐
廷

　
社
会
が
國
写
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
た
の
で
、
却
っ
て
よ
り
深
い
逃
避
に
入
っ
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
又
隠
逸
の
理
念
と
も
い
う
べ
き
　
…

一　

V
荘
思
想
か
ら
云
え
ば
、
万
物
の
根
本
と
し
て
の
道
が
明
ら
か
に
な
り
、
そ
れ
を
求
め
る
隠
逸
人
は
世
の
優
越
者
と
し
て
高
い
誇
り
を
有
す
る
こ
と
が
、
一
　
…

∵
に
認
め
・
れ
・
乏
な
つ
乏
し
て
隠
窪
に
蕗
的
な
・
の
で
窪
高
時
に
庶
民
的
な
面
を
も
激
し
て
い
・
…
が
、
馨
の
農
齪
…

へ
逸
の
窪
も
見
ら
れ
る
。
な
茜
董
り
裏
．
語
る
過
渡
的
な
も
の
と
し
て
、
菖
洪
の
隠
逸
を
挙
げ
て
お
い
た
。
　
　
　
　
　
　
　

逸（村」二）隠

　
隠
逸
は
一
種
の
逃
避
で
あ
る
。
そ
れ
が
如
何
な
る
形
で
逃
避
す
る

か
は
、
時
代
に
よ
つ
て
異
る
。
『
後
漢
書
』
以
後
各
正
史
に
は
『
逸

民
伝
』
が
設
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
前
の
文
献
に
徴
し
て
も
逸

民
は
常
に
存
し
、
隠
逸
が
中
国
の
歴
皮
に
大
き
な
役
割
を
有
し
て
い

る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
逸
民
が
常
に
存
す
る
こ
と
は
、
隠
逸
と
い
う

逃
避
な
く
し
て
は
中
国
の
社
会
が
成
立
し
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
も

の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
か
ら
誘
え
ば
中
国
に
は
隠
逸
史
と
い
う
も
の

が
成
り
立
つ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
小
論
に
お
い
で
憶
東
側
時
代
を
扱
う

の
が
目
的
で
あ
り
、
隠
逸
の
起
源
等
に
つ
い
て
述
べ
る
暇
が
な
い

が
、
比
較
の
都
合
上
、
す
ぐ
前
の
西
晋
時
代
に
つ
い
て
一
警
す
る
必
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要
が
あ
る
。

酬
．
西
晋
時
代

　
『
晋
書
』
隠
逸
伝
の
巾
・
で
、
西
晋
よ
り
東
晋
初
期
に
わ
た
る
隠
逸

人
と
し
て
は
、
聖
篭
・
董
京
。
夏
統
・
朱
沖
。
凝
望
。
魯
勝
・
董
養

。
馬
脚
。
郭
埼
。
伍
朝
・
魯
自
愛
・
任
旭
。
郭
文
等
が
あ
り
、
そ
の
他

五
胡
十
六
国
の
治
下
か
ら
出
た
人
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

人
々
は
そ
の
動
機
が
乱
世
の
故
に
隠
逸
し
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
お

り
、
同
時
に
著
し
く
非
社
会
的
に
し
て
耐
乏
的
で
あ
る
こ
と
が
注
漸

さ
れ
る
。

　
先
づ
孫
登
に
つ
い
て
は
、
そ
の
身
分
や
轟
自
は
明
か
で
な
い
が
、

竹
林
七
賢
の
院
画
や
毬
康
が
訪
ね
て
行
っ
た
こ
と
で
有
名
に
な
っ

た
。
彼
は
汲
郡
（
河
南
）
の
山
に
隠
れ
て
土
斯
し
て
住
み
、
世
人
と

は
殆
ん
ど
交
渉
を
も
た
な
か
っ
た
。
翻
康
は
三
年
彼
に
師
事
し
た

が
、
黙
し
て
言
わ
ず
、
た
だ
穂
康
が
去
る
に
臨
ん
ぞ
始
め
て
口
を
開

き
、
乱
世
に
処
す
る
道
を
教
え
た
。
蟄
康
は
そ
れ
を
用
い
る
こ
と
が

轟
来
な
い
で
死
刑
に
処
せ
ら
れ
た
が
、
獄
中
に
あ
り
て
後
悔
し
た
こ

と
が
『
幽
憤
詩
」
の
申
に
見
え
る
。
孫
登
の
態
度
に
つ
い
て
は
「
魏
晋

の
闇
は
去
就
に
嫌
疑
を
生
じ
易
く
、
貴
賎
何
れ
も
没
落
す
る
者
が
多

か
っ
た
の
で
、
孫
統
は
黙
し
た
の
で
あ
る
。
」
　
（
『
枇
説
新
語
』
誤
解
篇

注
引
、
王
隠
『
晋
書
』
）
と
い
わ
れ
て
い
る
。
　
次
に
董
京
も
出
自
は
未

詳
で
、
初
め
朧
西
（
甘
粛
）
の
計
吏
と
な
っ
て
洛
陽
に
嵩
で
、
市
に

乞
う
て
衣
食
を
得
て
い
た
。
電
畜
（
後
述
）
か
ら
繊
仕
を
す
す
め
ら

れ
、
そ
れ
を
辞
す
る
為
に
作
っ
た
詩
は
、
道
の
衰
え
た
現
今
に
あ
り

て
は
、
た
だ
器
を
蔵
し
て
身
を
守
る
べ
き
こ
と
を
、
老
荘
の
口
吻
で

述
べ
て
い
る
。
次
に
苑
楽
は
極
悪
（
河
南
）
の
人
で
、
漢
の
莱
蕪
（
山

東
）
の
長
泉
丹
の
孫
で
あ
る
。
彼
は
魏
に
仕
え
て
武
威
太
守
と
な
っ

た
が
、
．
魏
を
奪
わ
ん
と
す
る
司
馬
氏
の
陰
謀
が
露
骨
と
な
る
に
つ

れ
、
偽
り
狂
し
て
言
語
を
止
め
、
車
の
申
に
寝
て
黙
し
た
ま
ま
三
十

六
年
を
経
、
つ
い
に
そ
の
車
申
に
終
っ
た
。
次
に
魯
勝
は
代
（
山

西
）
の
人
で
、
父
祖
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
彼
は
八
王
乱

の
前
に
建
康
令
と
な
っ
た
が
、
或
年
の
元
日
天
の
気
を
望
ん
ぞ
将
来

多
事
な
る
こ
と
を
知
り
、
疾
と
称
し
て
宮
を
去
っ
た
。
そ
の
著
述
は

世
に
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
乱
に
遭
っ
て
失
わ
れ
た
。
次
に
董
養
は

陳
留
の
人
で
父
祖
は
未
詳
ぞ
あ
る
。
西
晋
の
楊
后
が
廃
さ
れ
し
時

（
こ
れ
が
八
蟻
蚕
の
一
因
と
な
る
）
、
　
太
学
の
堂
に
上
っ
て
「
喜
入

の
理
既
に
滅
し
、
大
乱
起
ら
ん
と
す
」
と
歎
じ
、
永
嘉
年
中
に
都
の

洛
陽
が
北
族
に
狙
わ
れ
て
い
る
時
、
謝
鰻
や
阪
孚
（
何
れ
も
当
時
の
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逸（村上）隠

名
族
）
に
向
っ
て
機
を
知
る
こ
と
の
要
を
説
き
、
自
ら
は
妻
と
共
に

家
具
を
担
っ
て
蜀
に
入
り
、
終
る
所
を
知
ら
な
か
っ
た
。
次
に
穣
原

は
燕
（
河
北
）
の
人
で
父
祖
は
未
詳
ぞ
あ
る
。
学
問
に
よ
っ
て
門
徒

逆
馬
あ
り
、
隠
逸
の
中
か
ら
寒
害
を
以
て
郷
品
の
二
晶
に
挙
げ
ら
れ

た
が
、
そ
の
後
八
王
乱
の
起
る
時
、
賢
良
を
以
て
徴
さ
れ
て
も
行
か

ず
、
更
に
王
竣
の
乱
に
遭
っ
て
斬
ら
れ
た
。
次
に
郭
碕
は
太
原
（
山

西
）
の
人
で
、
父
祖
は
指
笛
で
あ
る
。
彼
は
一
旦
西
晋
武
帝
に
用
い

ら
れ
た
が
、
再
呈
倫
（
八
王
の
一
人
）
が
位
を
纂
っ
て
用
い
よ
う
と

し
た
時
、
こ
れ
を
辞
し
て
家
に
帰
り
、
終
身
仕
え
な
か
っ
た
。
次
に

伍
朝
は
武
陵
（
湖
南
）
の
人
で
、
父
祖
は
未
詳
で
あ
る
。
西
晋
の
喪

乱
の
折
、
白
衣
に
し
て
零
陵
太
守
に
す
す
め
ら
れ
た
が
、
そ
れ
に
就

か
ず
家
に
終
っ
た
。
次
に
撮
管
は
南
陽
（
河
南
）
の
人
で
、
父
祖
は

未
詳
で
あ
る
。
彼
は
貧
素
を
以
て
自
立
し
、
八
王
乱
に
よ
り
綱
紀
大

い
に
壊
れ
し
蒔
に
当
り
、
姓
名
を
隠
し
て
『
鋭
峰
論
』
を
著
わ
し

た
。
『
鐘
神
論
』
は
、
官
位
や
名
声
を
は
じ
め
社
会
万
般
の
こ
と
が
、

た
だ
銭
に
よ
っ
て
の
み
・
決
す
る
世
網
を
、
痛
烈
に
瓢
刺
し
た
屯
の
で

あ
る
。

　
次
に
任
旭
は
臨
海
（
新
江
）
の
人
で
、
父
の
訪
は
呉
の
南
海
太
守

で
あ
っ
た
。
彼
は
恵
膏
か
ら
徴
さ
れ
た
が
、
朝
廷
の
複
雑
な
兆
を
見

て
行
か
ず
、
や
が
て
天
下
大
乱
し
、
更
に
陳
敏
の
乱
が
起
っ
て
、
聖

油
（
呉
の
名
族
）
と
共
に
郷
里
を
衛
つ
た
。
次
に
高
文
は
河
内
（
河

南
）
の
人
で
、
身
分
が
明
か
で
な
い
。
彼
は
黒
餅
（
半
蔀
）
の
大
嘗

山
中
・
に
監
察
鳥
…
獣
と
共
に
暮
し
た
こ
と
が
、
乱
書
に
く
わ
し
く
伝
え

ら
れ
て
い
る
。
葛
洪
（
後
述
）
屯
彼
を
訪
ね
た
こ
と
が
あ
り
、
叉
後

に
建
康
（
東
晋
の
都
）
に
つ
れ
嵩
さ
れ
て
、
宰
相
王
導
や
温
疇
等
と

問
答
し
た
こ
と
も
あ
る
が
、
彼
が
こ
の
生
活
に
入
っ
た
動
機
は
永
倉

の
乱
に
洛
陽
が
陥
り
し
時
に
あ
り
、
　
「
も
と
道
を
学
ば
ん
と
著
し
て

行
き
し
も
、
思
わ
ず
世
乱
に
遭
い
、
帰
る
に
路
な
く
」
、
　
遂
に
山
申

に
入
っ
た
為
で
あ
る
。
な
お
夏
統
と
朱
沖
と
は
、
そ
の
隠
逸
し
た
動

機
が
閣
か
ぞ
な
い
が
、
夏
統
は
会
稽
（
漸
江
）
の
人
で
父
祖
は
未
詳
、

孤
貧
に
し
て
常
に
稼
侶
を
採
9
て
食
を
求
め
、
朱
沖
は
南
海
（
甘
粛
）

の
人
で
父
祖
は
未
詳
、
自
ら
耕
作
し
て
山
野
の
生
活
を
し
た
。

　
更
に
『
聖
書
』
隠
逸
伝
に
は
、
五
胡
十
六
国
治
下
に
隠
逸
し
た
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

々
が
相
当
に
多
く
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
西
晋
に
関
係
あ
る
も

の
と
し
て
は
、
辛
誰
や
苑
騰
等
が
あ
る
。
辛
譲
は
朧
西
（
甘
粛
）
の

人
で
、
父
の
治
は
幽
州
刺
史
と
な
り
、
世
女
冠
族
（
一
族
の
中
か
ら

二
二
顕
官
を
出
し
て
い
る
豪
族
）
で
あ
っ
た
。
彼
は
永
嘉
の
乱
に
洛

陽
が
陥
る
陣
、
兼
散
騎
常
侍
と
し
て
関
∵
甲
の
鎮
撫
に
当
っ
た
が
、
長

2・3 （463）



安
が
陥
る
や
身
を
退
き
、
劉
聡
。
石
衣
・
石
虎
の
世
を
へ
て
一
切
の

騨
命
を
絶
ち
、
喪
乱
の
申
に
処
し
て
高
遽
の
気
を
示
し
た
。
彼
が
再

閾
の
徴
を
辞
す
る
時
の
書
は
、
老
荘
思
想
を
示
し
た
も
の
と
し
て
興

味
が
あ
る
。
次
に
敦
燵
か
ら
出
た
一
季
は
、
父
祖
に
つ
い
て
は
記
さ

れ
て
い
な
い
。
彼
は
一
旦
孝
廉
に
挙
げ
ら
れ
て
郎
申
に
尽
せ
ら
れ
た

が
、
船
留
末
の
兵
乱
に
よ
っ
て
官
を
辞
し
て
帰
り
、
張
軌
（
前
三
国

の
祖
）
か
ら
徴
さ
れ
て
も
行
か
ず
、
家
財
五
十
万
を
散
じ
て
隠
れ
た
。

　
さ
て
以
上
掲
げ
た
人
々
は
、
　
『
晋
書
』
隠
逸
伝
に
よ
り
、
主
と
し

て
西
晋
時
代
に
申
原
に
出
た
も
の
に
つ
い
て
記
し
た
。
彼
等
は
乱
世

に
遭
い
し
を
動
機
に
隠
逸
し
、
或
は
黙
し
或
は
狂
し
て
没
社
会
的
な

生
活
に
入
っ
た
人
が
多
い
。
彼
等
の
申
に
は
出
自
未
詳
の
人
も
あ

り
、
或
は
冠
族
出
身
の
入
も
あ
る
が
、
権
力
に
屈
し
な
い
隠
逸
者
の

生
活
が
耐
乏
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
断
片
的
な
記
事
に
よ
っ
て
も
充

分
に
首
肯
さ
れ
る
。
た
だ
し
か
し
右
の
目
、
隠
逸
伝
』
の
記
事
に
よ
つ

て
、
西
晋
時
代
の
隠
逸
が
凡
て
耐
乏
的
ぞ
あ
っ
た
と
断
定
す
る
こ
と

は
、
差
し
ひ
か
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
若
し
『
隠
逸
伝
』
以
外
に
例

を
と
る
な
ら
ば
、
例
え
ば
張
翰
が
秋
風
を
聞
い
て
、
人
生
適
意
を
貴

ぶ
と
い
っ
て
呉
に
帰
り
し
如
く
（
『
世
説
新
語
』
識
鑑
篇
）
、
自
己
の
情

性
や
意
志
に
適
う
こ
と
を
以
て
第
一
義
と
す
る
隠
逸
も
あ
る
。
叢
雨

は
呉
の
名
族
で
あ
り
（
『
晋
書
』
翻
心
伝
）
、
訓
説
晋
の
隠
逸
が
豪
族
社
会

を
背
景
と
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
を
思
う
と
き
、
東
晋
に
お
い
て
顕
著

に
な
る
自
適
主
義
の
隠
逸
が
、
西
晋
時
代
に
も
あ
っ
て
然
る
べ
き
で

あ
る
。
し
か
し
張
翰
の
場
合
ぞ
も
、
や
は
り
乱
世
か
ら
逃
れ
る
と
い

う
こ
と
が
大
き
な
動
機
と
な
っ
て
お
り
（
『
世
説
』
識
鑑
篇
注
引
『
丈
士

伝
』
）
、
そ
の
点
が
当
時
に
お
い
て
は
一
般
的
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
既
に
し
て
官
界
を
逃
れ
た
る
以
上
、
　
『
隠
逸
伝
』
に
見
ら
れ
る

如
く
、
非
社
会
的
に
し
て
耐
乏
的
な
傾
向
を
伴
い
易
い
の
が
普
通
で

あ
り
、
そ
れ
は
皇
国
に
お
け
る
隠
逸
の
伝
統
か
ら
来
て
い
る
も
の
と

　
　
　
②

見
て
よ
い
。

　
こ
の
意
味
で
西
晋
時
代
の
隠
逸
に
は
未
だ
伝
統
的
な
面
が
強
く
残

っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
東
晋
時
代
に
な
る
と
、
そ
の
逃
避
性
に
も

耐
乏
主
義
に
も
変
調
を
来
す
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

二
　
葛
洪
の
隠
逸

　
西
晋
時
代
よ
り
東
晋
時
代
に
移
る
前
に
、
そ
の
過
渡
的
な
存
在
と

し
て
、
葛
洪
の
隠
逸
に
つ
い
て
述
べ
た
い
と
思
う
。
葛
洪
は
『
抱
皇

子
』
内
篇
に
お
い
て
神
仙
の
道
を
説
い
た
が
、
そ
の
外
篇
に
お
い
て

は
現
実
的
な
問
題
、
即
ち
君
主
政
治
と
、
斎
会
及
び
文
明
の
発
達
と

24　（461）



逸（村上）隠

に
つ
い
て
述
べ
　
（
拙
碧
『
中
国
の
畑
人
』
、
及
び
拙
稿
『
葛
洪
の
世
界
観
』

文
化
史
学
第
十
一
〔
未
刊
〕
、
参
照
）
、
且
つ
隠
逸
者
と
し
て
の
彼
が
、
国

家
社
会
と
如
何
な
る
関
係
の
下
に
あ
る
か
を
説
い
て
い
る
。

　
葛
洪
の
家
は
句
墨
筆
（
南
京
の
近
く
）
の
冠
族
で
あ
り
、
自
ら
も

石
泳
の
乱
に
戦
功
を
立
て
、
爵
関
中
黒
を
賜
わ
り
、
句
容
の
邑
二
百

戸
を
食
ん
だ
。
し
か
し
西
幕
末
よ
り
東
菊
に
か
け
て
は
、
喪
乱
の
為

に
地
位
屯
財
産
も
安
定
せ
ず
、
彼
が
青
年
時
代
に
貧
の
為
に
苦
学
し

た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
且
つ
隠
逸
者
と
し
て
退
譲
を
守
る
彼

は
「
そ
の
食
す
る
所
旬
日
の
貯
あ
ら
ば
、
分
け
て
人
の
乏
し
き
を
済

う
」
（
自
序
）
と
い
う
生
活
を
な
し
、
彼
に
と
っ
て
大
切
な
仙
薬
の
実

験
費
に
も
事
欠
く
有
様
で
あ
っ
た
。

　
葛
洪
に
よ
れ
ば
、
隠
逸
者
は
社
会
か
ら
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
悪

条
件
の
下
に
あ
っ
て
、
自
ら
耕
作
し
て
生
活
す
べ
き
も
の
と
し
て
い

る
。
耕
作
に
当
っ
て
屯
、
豊
沃
な
土
地
は
人
に
譲
り
、
自
ら
は
塩
気

の
あ
る
痩
地
を
選
ん
ぞ
取
り
（
慕
遜
篇
－
『
抱
朴
子
』
外
篇
、
以
下
何

れ
も
外
篇
に
よ
る
）
、
衣
と
食
と
は
自
ら
作
る
べ
き
竜
の
と
し
て
い
る

（
逸
民
篇
）
。
そ
の
上
隠
逸
者
は
鋭
意
芸
文
に
没
頭
し
て
い
る
の
で
、

収
穫
は
い
よ
い
よ
少
く
、
常
に
脚
色
が
顔
に
現
わ
れ
て
い
る
（
守
墳

篇
）
。
　
こ
の
よ
う
に
葛
洪
が
、
痩
地
を
選
ぶ
こ
と
を
説
く
の
は
、
退

譲
の
精
神
に
幽
つ
る
も
の
で
あ
る
。
物
に
随
順
し
て
退
譲
す
る
こ
と

が
道
で
あ
る
と
な
す
の
は
、
老
荘
思
想
か
ら
来
て
い
る
。
隠
逸
す
る

こ
と
そ
れ
自
身
が
、
社
会
の
競
争
に
お
い
て
退
譲
す
る
こ
と
を
示
す

も
の
で
あ
る
。
里
雪
を
守
る
隠
逸
者
は
、
貧
に
安
ん
じ
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
即
ち
『
安
貧
篇
』
が
あ
る
所
以
で
あ
り
、
真
の
富
貴
と
は
、

六
丑
云
一
か
儲
…
わ
り
飢
ハ
籍
を
馬
身
に
つ
け
て
、
　
文
出
町
一
か
立
派
に
勲
醐
け
徳
立
臼
曽
か

無
窮
で
あ
る
こ
と
だ
と
し
て
い
る
。
叉
『
嘉
遜
篇
』
や
『
逸
民
篇
』

に
も
、
帝
位
は
責
任
を
重
く
し
て
精
神
を
労
す
る
も
の
で
あ
り
、
む

し
ろ
躬
耕
し
て
井
を
穿
っ
て
飲
む
と
も
、
蝉
琴
詠
果
し
て
早
し
み
、

自
然
に
任
じ
て
自
由
を
得
る
こ
と
が
貴
い
と
し
て
い
る
。
右
の
叙
述

の
中
に
、
隠
逸
者
が
貧
の
中
に
あ
り
な
が
ら
、
自
適
し
て
娯
し
む
こ

と
を
言
っ
て
い
る
こ
と
は
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
葛
洪
に
よ
れ
ば
、
隠
逸
は
道
の
大
本
を
探
求
す
る
こ
と
で
あ
る
か

ら
、
述
の
残
る
よ
う
な
逃
れ
方
は
よ
く
な
い
。
静
か
に
し
て
無
為
と

一
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
（
山
止
篇
）
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
葛
洪

は
後
漢
末
の
郭
太
（
『
後
漢
讐
』
九
八
に
見
ゆ
）
を
批
判
し
、
郭
太
は
山

林
に
居
て
而
も
独
往
す
る
こ
と
が
出
来
ず
、
隠
逸
し
な
が
ら
東
奔
西

走
し
、
貴
門
に
交
わ
っ
て
名
の
為
に
動
き
、
口
ぞ
は
静
々
を
称
え
な

が
ら
心
で
は
栄
利
を
希
う
。
彼
の
如
き
は
避
乱
の
徒
で
あ
っ
て
、
全
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隠
の
高
者
で
は
な
い
と
し
て
い
る
（
正
三
襟
）
。
隠
逸
人
は
須
ら
く
高

い
心
境
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
　
「
魚
体
を
紡
げ
、
止
血
し
て
我

の
喜
ば
ざ
る
者
に
会
釈
し
、
俗
人
に
愛
さ
れ
な
い
こ
と
を
恐
れ
、
我

が
身
の
駈
さ
れ
る
こ
と
を
憂
う
る
」
如
き
は
、
隠
逸
人
の
最
も
忌
む

所
で
あ
る
（
遡
民
篇
）
。
隠
逸
入
の
高
さ
は
、
凡
俗
の
知
る
所
で
は
な

く
、
葛
洪
は
そ
れ
を
喩
う
る
に
大
鵬
と
ミ
ソ
サ
ザ
イ
を
以
て
す
る

（
荘
子
の
思
想
に
拠
る
i
守
靖
篇
）
。

　
隠
逸
者
が
高
い
境
地
に
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
祉
会
全
体
の
上

か
ら
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
な
り
は
し
な
い
か
と
い
う
質
問
に
対
し
、
葛
洪

は
隠
逸
者
の
特
殊
の
任
務
に
つ
い
て
語
る
。
即
ち
隠
逸
者
は
禄
利
を

離
れ
て
い
る
が
故
に
、
真
に
道
を
追
求
す
る
学
問
に
従
う
こ
と
を
得
、

徳
を
磨
き
、
教
育
を
な
し
、
且
つ
後
世
に
遺
す
著
述
を
完
成
す
る
の

で
あ
る
（
逸
罠
篇
）
。
こ
の
こ
と
は
前
漢
武
帝
以
来
、
官
学
が
御
用
学

問
に
な
っ
た
こ
と
、
及
び
古
来
中
国
の
著
述
ぞ
最
も
す
ぐ
れ
た
も
の

は
、
多
く
隠
逸
人
の
手
に
よ
っ
て
成
り
し
こ
と
を
思
う
と
き
、
首
肯

さ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
要
す
る
に
、
隠
逸
者
の
任
務
は
、
　
「
無
用
の

用
篇
　
（
荘
子
の
思
想
）
に
あ
る
と
見
て
い
る
。
次
に
隠
逸
者
が
多
く

轟
る
よ
う
に
な
れ
ば
国
家
の
機
構
が
破
壊
さ
れ
は
し
な
い
か
と
い
う

問
に
対
し
て
は
、
隠
逸
者
の
数
が
常
に
少
数
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と

を
以
て
す
る
。
退
護
を
守
る
こ
と
は
困
難
な
こ
と
で
あ
り
、
既
に
そ

の
数
が
極
め
て
少
い
の
に
、
あ
ま
っ
さ
え
こ
の
孤
立
無
援
の
隠
逸
者

を
迫
害
し
よ
う
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
隠
逸
者
が
、
常
に
正

し
き
を
守
っ
て
世
を
厳
し
く
批
判
す
る
か
ら
ぞ
あ
る
。
世
は
勢
利
に

競
う
を
以
て
啓
す
る
こ
と
は
あ
る
が
、
貧
賎
に
安
ん
ず
る
も
の
の
多

き
に
苦
し
む
こ
と
は
な
い
（
三
民
篇
）
と
し
て
い
る
。

　
隠
逸
者
が
こ
の
よ
う
な
悪
条
件
の
下
に
あ
る
こ
と
に
つ
き
、
葛
洪

は
そ
れ
を
宿
命
に
帰
し
て
い
る
。
葛
洪
に
従
え
ば
、
世
人
は
真
に
珍

と
す
べ
き
も
の
を
貴
ば
ず
、
窮
困
の
中
に
守
道
者
が
居
る
こ
と
を
知

ら
な
い
（
窮
達
篇
）
。
そ
れ
故
自
己
の
才
能
を
蔵
し
て
時
を
侯
つ
・
も
の

は
、
功
を
身
心
に
望
む
外
は
な
い
（
難
篇
）
。
時
を
悟
る
こ
と
は
、

命
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
出
仕
と
退
処
と
は
時
の
運
に
よ
る
も
の
ぞ

あ
っ
て
、
巣
父
（
発
か
ら
天
下
を
譲
ら
れ
て
も
受
け
な
か
っ
た
と
伝

え
ら
れ
る
）
の
如
く
頑
な
に
な
る
必
要
は
な
い
。
則
ち
時
窮
す
れ
ば

退
き
、
達
す
れ
ば
出
で
て
仕
え
る
の
で
あ
る
。
士
た
る
・
も
の
は
貴
行

を
な
し
得
て
も
、
必
ず
し
屯
そ
れ
を
世
人
に
貴
ば
し
め
る
こ
と
は
出

来
な
い
。
才
能
を
有
し
て
い
て
も
、
必
ず
し
竜
そ
れ
を
世
人
に
用
い

し
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
人
が
己
れ
を
知
ら
な
い
の
は
、

己
れ
の
罪
で
は
な
い
。
隠
逸
者
は
随
巷
に
飢
え
て
い
て
も
、
操
は
高
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逸（村上）隠

尚
で
あ
る
。
偉
大
な
賢
者
は
世
事
に
拙
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
知
る

人
が
少
い
の
は
当
然
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
宿
命
と
し
て
諦
観
し
て
い

る
か
ら
悶
え
る
こ
と
な
く
、
怨
む
こ
と
竜
な
い
（
任
命
篇
）
。
隠
逸
の

達
人
が
か
か
る
高
尚
の
心
を
持
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
徒
ら
に

悲
運
を
歎
い
て
い
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
井
の
蛙
が
大
海
を

知
ら
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
（
窮
達
篇
）
と
。
．

　
右
の
よ
う
な
葛
洪
の
処
世
観
は
、
主
と
し
て
老
荘
思
想
か
ら
き
て

い
る
。
も
と
も
と
老
荘
思
想
は
、
権
力
の
支
配
か
ら
逃
れ
た
隠
逸
者

の
思
想
と
し
て
発
展
し
、
処
世
の
態
度
を
通
し
て
、
字
宙
人
生
の
根

本
と
し
て
の
道
に
到
達
し
た
。
し
か
る
に
魏
晋
時
代
に
流
行
し
た
老
、

荘
思
想
は
、
既
に
道
（
無
）
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
以
上
、
こ
れ

を
求
め
る
こ
と
が
人
生
に
お
い
て
最
重
要
の
こ
と
で
あ
り
（
魏
の
何

曇
。
王
弼
よ
り
西
晋
の
繁
々
に
至
っ
て
か
か
る
考
が
唱
道
さ
れ
た
）
、

従
っ
て
そ
れ
を
求
め
る
こ
と
に
優
越
感
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
。
魏

晋
の
老
荘
思
想
が
、
世
の
劣
敗
者
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
豪
族
と
い

う
特
権
階
級
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
た
所
以
で
あ
る
。

　
そ
れ
と
共
に
、
葛
洪
の
隠
逸
が
、
老
荘
を
恩
想
的
根
拠
と
す
る
仙

道
の
求
道
者
と
し
て
あ
る
こ
と
を
併
せ
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

『
抱
朴
子
』
外
篇
は
世
俗
の
現
実
世
界
を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
け

れ
ど
も
、
内
外
篇
を
通
し
て
彼
の
世
界
観
よ
り
云
え
ば
、
現
実
世
界

は
超
現
燦
天
的
な
る
神
仙
世
界
に
連
9
、
神
仙
世
界
こ
そ
最
高
の
世
界

で
あ
っ
た
。
故
に
隠
逸
者
は
た
だ
現
実
世
界
の
一
隅
に
隠
れ
て
い
る

も
の
で
は
な
く
、
神
仙
世
界
に
至
る
第
ム
の
候
補
者
と
し
て
高
い
地

位
に
あ
り
、
特
殊
な
天
分
を
稟
け
た
賢
者
が
、
自
ら
好
ん
ぞ
こ
の
生

活
に
入
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
隠
逸
者
が
貧
困
で
あ
る
と
い
う
こ
と

は
、
世
の
劣
敗
者
と
し
て
あ
る
が
為
で
は
な
く
、
自
ら
退
譲
の
精
神

に
よ
り
崇
高
な
道
を
求
め
て
い
る
が
為
で
あ
る
。
帝
王
以
下
の
為
政

者
は
、
彼
等
の
生
活
を
保
護
し
、
そ
の
学
徳
に
敬
意
を
払
う
べ
き
も

の
ぞ
あ
る
の
に
、
世
は
顛
倒
し
、
明
識
の
入
な
く
、
こ
の
俗
…
界
の
権

力
を
最
高
の
竜
の
と
考
え
て
い
る
が
故
に
、
隠
逸
者
の
真
価
を
知
ら

な
い
の
で
あ
る
。
か
く
て
葛
洪
は
時
命
を
説
き
、
敢
え
て
耐
乏
の
生

活
に
安
ん
じ
よ
う
と
す
る
。
そ
こ
に
は
古
い
逸
民
の
伝
統
が
、
彼
に

お
い
て
も
強
く
作
用
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
彼
の
求
め
る
佃
道

の
本
質
は
、
決
し
て
禁
欲
的
な
竜
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
欲
望
肯
定

的
な
生
命
主
義
で
あ
る
こ
と
を
想
起
す
る
時
、
貧
困
の
中
に
も
極
め

て
明
朗
な
意
欲
が
動
い
て
い
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
尊
皇
が
、

隠
逸
は
一
面
に
お
い
て
乱
世
か
ら
逃
避
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
起
る
こ

と
を
認
め
る
と
共
に
、
本
質
的
に
は
、
初
め
か
ら
道
の
優
越
性
を
信
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じ
て
自
ら
志
向
し
て
隠
逸
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
所

に
、
以
下
に
述
べ
る
薪
し
い
東
堺
的
な
隠
逸
を
示
唆
す
る
も
の
が
あ

る
。
か
く
て
彼
の
隠
逸
の
中
に
、
西
晋
よ
り
図
葉
に
移
る
過
渡
的
な

も
の
を
見
る
の
で
あ
る
。

三
　
東
回
の
隠
逸

弾

　
既
に
見
て
き
た
如
く
、
西
晋
の
隠
逸
は
乱
世
か
ら
逃
れ
る
と
い
う

こ
と
が
大
き
な
動
機
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
隠
逸
が
も
と
も
と
逃

避
的
性
絡
を
有
す
る
所
か
ら
来
る
も
の
で
あ
る
が
、
同
じ
逃
避
と
い

っ
て
竜
、
慨
世
の
も
の
と
は
や
や
趣
き
を
異
に
し
て
い
る
。
追
撃
に

は
王
院
の
前
後
か
ら
逸
昆
が
多
く
な
り
、
道
の
行
わ
れ
な
い
朝
廷

（
権
力
者
）
か
ら
逃
れ
る
と
い
う
傾
向
を
も
つ
て
い
た
。
こ
の
こ
と

は
漢
代
以
前
の
隠
逸
に
お
い
て
も
ほ
ぼ
同
様
で
、
例
え
ば
孔
子
が
隠

　
　
　
　
　
　
　
　
③

逸
に
つ
い
て
語
る
所
は
、
や
は
り
朝
廷
を
中
心
に
云
わ
れ
て
い
る
。

然
る
に
魏
。
西
晋
時
代
に
入
る
と
国
家
権
力
の
中
心
が
弱
体
化
し
、

豪
族
の
勢
力
が
角
逐
す
る
所
に
浮
動
的
な
政
治
圏
が
あ
っ
た
の
で
、

隠
逸
者
は
た
だ
一
個
の
権
力
者
か
ら
逃
れ
る
の
で
は
な
く
、
か
か
る

乱
世
そ
の
も
の
か
ら
逃
れ
る
と
い
う
傾
向
を
も
つ
て
き
た
。
何
れ
に

し
て
も
そ
れ
が
逃
避
で
あ
る
以
上
、
耐
乏
的
な
生
活
を
伴
う
の
が
普

通
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
東
晋
時
代
に
な
る
と
、
隠
逸
す
る
こ
と
が
欠
乏
に
堪
え

て
身
を
苦
し
め
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
裕
か
に
し
て
楽
し
む
べ

き
も
の
と
な
る
。
そ
れ
ら
の
人
々
は
、
必
ず
し
も
権
力
考
や
乱
世
か

ら
逃
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
初
め
か
ら
志
望
し
て
隠
逸
の
生

活
に
入
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
見
逃
避
性
が
薄
ら
い
だ
よ
う
に
見

え
る
け
れ
ど
も
、
実
は
門
閥
に
よ
る
貴
族
社
会
が
固
定
し
て
き
た
為

に
起
っ
て
き
た
現
象
ぞ
あ
り
、
社
会
そ
の
も
の
が
国
家
権
力
か
ら
逸

脱
し
て
き
た
。
貴
族
が
官
位
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
は
、

国
家
権
力
が
貴
族
社
会
の
中
に
分
散
し
て
い
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い

の
ぞ
あ
り
、
貴
族
社
会
は
個
々
に
封
鎖
さ
れ
た
勢
力
圏
を
講
成
し
て

い
た
。
即
ち
貴
族
の
構
成
員
は
、
生
れ
な
が
ら
に
し
て
社
会
的
身
分

と
経
済
力
と
を
有
し
、
官
僚
生
活
の
み
が
人
生
の
凡
て
で
は
な
く
な

っ
た
。
彼
等
は
自
ら
の
個
性
に
従
っ
て
、
或
は
出
仕
し
叉
は
退
処
す

る
こ
と
も
自
由
で
あ
る
。
　
「
出
処
同
国
」
と
い
う
二
…
糖
葉
は
、
こ
の
時

代
に
至
っ
て
真
に
現
実
性
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
且
つ
精
神

史
の
上
か
ら
竜
、
政
治
の
占
め
る
位
置
が
下
っ
て
き
た
。
入
生
に
お

い
て
最
も
意
義
あ
る
こ
と
は
、
政
治
よ
り
も
む
し
ろ
宗
教
・
哲
学
や

丈
量
・
芸
術
に
専
念
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
満
足
さ
す
為
に
、
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明
媚
な
る
山
水
の
中
に
自
適
す
る
生
活
が
選
ば
れ
る
。
殊
に
老
荘
思

想
が
普
及
し
て
、
万
物
の
本
は
「
無
」
（
自
然
）
ぞ
あ
る
こ
と
が
明
か

に
な
る
と
、
政
治
は
益
≧
俗
物
視
さ
れ
、
高
尚
な
隠
逸
の
生
活
が
貴
ば

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
隠
逸
者
の
背
後
に
は
広
大
な
身
分
的
連
繋
が

あ
9
、
万
一
生
活
に
窮
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
何
時
に
て
電
援
助
を

求
め
る
こ
と
が
幽
霊
、
文
官
位
に
就
く
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
。
あ

ま
っ
さ
え
隠
逸
者
は
高
い
名
声
を
有
し
て
い
た
か
ら
、
孤
独
に
陥
る

こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
風
は
三
国
や
西
晋
時
代
に
も

湖
る
こ
と
は
出
来
る
が
、
君
影
時
代
に
な
っ
て
顕
著
に
な
っ
て
き
た

こ
と
で
あ
る
。
尤
も
東
晋
時
代
の
隠
逸
に
は
そ
の
外
に
竜
種
為
の
形

式
が
あ
っ
た
が
、
最
も
東
晋
的
な
特
色
の
あ
る
も
の
は
、
右
の
如
き

も
の
ぞ
あ
っ
た
。
以
下
『
窺
書
』
隠
逸
伝
、
及
び
『
世
説
新
語
』
捷

逸
篇
の
中
か
ら
、
翫
裕
。
孟
随
・
戴
蓬
・
謝
敷
●
襲
玄
之
●
愛
翫
。

三
三
に
つ
い
て
述
べ
、
更
に
広
く
淵
薮
之
・
謝
安
そ
の
他
の
人
々
に

つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

　
翫
裕
は
翫
籍
（
竹
林
七
賢
の
一
人
）
の
族
弟
で
あ
る
。
そ
の
兄
は

翫
放
で
、
こ
の
一
族
に
は
薩
達
の
風
が
あ
り
、
何
れ
も
名
士
と
し
て

遇
せ
、
ら
れ
て
い
る
。
彼
は
嘗
て
大
将
軍
王
敦
の
主
簿
と
な
っ
た
こ
と

が
あ
る
が
、
至
急
に
不
臣
の
心
あ
る
を
知
り
、
酒
に
よ
っ
て
職
を
廃
し
、

為
に
罷
免
さ
れ
て
禍
難
を
ま
ぬ
が
れ
る
こ
と
が
出
来
た
。
こ
こ
に
は

乱
世
か
ら
逃
れ
る
と
い
う
動
機
が
見
ら
れ
る
。
東
晋
初
期
は
西
盛
末

喪
乱
の
余
波
を
受
け
て
い
た
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
話
…
は
彼
以
外
に
も

少
く
な
い
。
た
だ
そ
れ
以
後
の
彼
の
態
慶
の
申
に
は
じ
め
て
、
東
砂

的
な
隠
逸
の
特
色
が
現
わ
れ
て
く
る
。
彼
は
遂
に
会
稽
の
麹
県
に
立

て
こ
も
っ
て
棲
逸
し
た
が
、
同
じ
く
会
稽
に
居
た
王
義
之
は
、
彼
の

態
度
が
薫
然
無
事
に
し
て
足
る
を
知
っ
て
自
得
せ
る
様
を
見
て
、

「
籠
辱
に
驚
か
な
い
」
　
（
『
老
子
』
第
＋
三
章
の
語
）
と
い
っ
て
讃
歎
し

た
。
当
時
心
安
も
亦
会
稽
に
棲
逸
し
て
お
り
、
相
並
ん
で
直
入
か
ら

高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
　
『
世
説
魚
層
語
』
の
申
に
多
く
記
さ

九
て
い
る
。
彼
は
度
重
な
る
朝
廷
の
徴
辟
を
辞
し
て
、
中
央
の
顕
官

に
は
就
か
な
か
っ
た
が
、
た
だ
臨
海
太
守
と
東
陽
太
守
に
は
就
い
た

こ
と
が
あ
る
。
或
人
が
、
隠
逸
を
志
し
な
が
ら
何
故
こ
郡
の
太
守
に

な
っ
た
か
と
問
う
た
の
に
対
し
、
　
「
自
分
が
王
命
を
辞
し
た
の
は
、

敢
え
て
高
き
を
示
す
為
で
は
な
い
。
自
分
は
若
い
時
か
ら
宜
情
が
な

く
、
世
事
に
つ
い
て
は
拙
で
あ
る
。
し
か
し
自
ら
耕
作
し
て
暮
す
ほ

ど
の
自
信
も
な
い
の
で
、
已
む
を
得
ず
生
活
の
資
を
得
る
為
に
太
守

に
就
い
た
。
そ
れ
は
た
だ
私
計
の
為
で
あ
る
。
砿
と
答
え
た
。
陶
争
奪

が
封
沢
の
令
に
就
い
た
の
も
、
こ
れ
と
よ
く
似
た
心
境
ぞ
あ
る
。
宮
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職
が
軽
視
さ
れ
る
こ
と
は
魏
晋
に
よ
く
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、

そ
れ
が
隠
逸
の
具
に
さ
れ
る
こ
と
は
東
晋
に
な
っ
て
顕
箸
に
な
り
、

こ
れ
よ
り
後
永
く
中
国
の
宣
情
の
中
に
も
影
響
を
与
え
る
よ
う
に
な

っ
た
。

　
次
に
孟
阪
は
呉
の
司
空
孟
宗
の
曾
孫
に
当
る
。
彼
は
会
稽
王
（
後

の
簡
文
墨
）
か
ら
徴
さ
れ
て
屯
行
か
ず
、
悲
酸
大
将
軍
桓
温
が
自
ら

訪
う
て
も
禺
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
彼
の
名
声
は
益
三
高
く
な
っ

た
と
い
わ
れ
る
。
彼
は
武
毎
の
陽
新
曲
に
居
て
、
学
問
文
芸
を
心
し

み
、
虚
位
の
ま
ま
で
通
し
、
未
だ
嘗
て
都
に
出
た
こ
と
は
な
か
っ

た
。
兄
の
孟
嘉
（
陶
淵
明
の
母
方
の
組
［
に
当
り
、
や
は
り
超
俗
的
な

人
で
あ
っ
た
）
は
桓
温
の
征
西
長
史
と
し
て
盛
名
が
あ
っ
た
が
、
彼

の
隠
逸
の
名
は
決
し
て
兄
に
劣
ら
な
か
っ
た
。
或
時
勢
の
士
人
が
孟

晒
を
見
よ
う
と
欲
し
、
　
「
兄
の
病
篤
し
」
と
偽
っ
て
彼
を
呼
蓋
し

た
。
彼
が
始
め
て
都
に
出
る
と
、
時
の
名
士
逮
は
彼
を
見
て
歎
賞
し
、

「
少
数
（
随
の
字
）
か
く
の
如
く
で
あ
る
以
上
、
万
年
（
兄
の
字
）

は
当
に
死
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
っ
た
。
こ
れ
ほ
ど
の
声
誉
が
あ
れ

ば
、
隠
逸
も
亦
楽
し
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
次
に
藁
筆
は
会
稽
の
刻
県
に
棲
逸
し
て
い
た
。
彼
は
広
い
意
味
の

芸
術
家
ぞ
あ
り
、
書
画
。
彫
刻
・
音
楽
ご
文
章
・
談
論
等
、
そ
の
他

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

一
切
の
黒
船
云
に
通
じ
て
い
た
。
彼
の
祖
父
碩
も
、
父
の
紐
も
、
何
れ

竜
名
位
あ
り
、
且
つ
彼
に
は
有
力
な
榔
超
が
後
援
者
に
な
っ
て
い

た
。
郡
超
は
桓
温
の
参
軍
で
あ
っ
た
が
、
家
に
莫
大
の
財
を
有
し
、

隠
逸
人
を
後
援
す
る
こ
と
を
誇
り
と
し
て
い
た
。
善
く
隠
逸
す
る
入

が
あ
る
と
聞
け
ば
百
万
の
資
を
投
ず
る
こ
と
が
珍
し
く
な
く
、
捌
に

あ
っ
て
は
戴
逡
の
為
に
邸
宅
を
起
し
、
そ
れ
が
あ
ま
り
に
立
派
で
あ
．

つ
た
の
で
、
逡
が
近
親
者
に
与
え
た
手
紙
の
中
に
、
「
官
舎
の
如
し
」

と
い
っ
て
い
る
。
郡
超
は
傅
環
の
為
に
も
百
万
の
資
を
辮
じ
ょ
う
と

し
た
が
、
傅
環
の
隠
事
が
齪
臨
し
た
の
で
笑
現
し
な
か
っ
た
。

　
彼
は
隠
逸
し
て
も
「
多
く
高
門
風
流
の
者
と
遊
び
、
聾
者
は
そ
の

通
歴
を
許
す
。
徴
命
を
辞
し
て
高
尚
の
称
を
著
わ
す
」
　
（
『
世
説
』
雅

量
篇
）
、
「
貴
姓
と
交
遊
し
て
著
名
な
り
」
（
棲
逸
篇
）
と
い
わ
れ
た
。

彼
は
令
名
あ
り
し
為
孝
武
帝
よ
り
徴
さ
れ
、
固
辞
し
て
も
な
お
鄭
県

よ
り
喧
し
く
逼
ら
れ
た
の
ぞ
、
遂
に
呉
に
逃
れ
、
呉
国
内
樗
蒲
殉

（
郡
起
と
共
に
桓
温
の
股
肱
と
な
り
し
人
）
の
別
館
に
潜
み
、
後
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
ョ
ク

許
さ
れ
て
か
ら
…
剣
に
還
っ
た
。
彼
の
兄
の
遽
は
武
功
あ
り
て
広
陵
侯

に
樹
ぜ
ら
れ
、
大
司
農
に
至
っ
た
人
で
あ
る
が
、
或
時
謝
安
が
逮
．
に

向
い
門
秀
達
兄
弟
は
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
に
志
も
人
生
も
違
う
の

か
」
と
問
い
し
に
対
し
、
逡
は
「
私
は
そ
の
憂
に
堪
え
ま
せ
ん
が
、
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逸（村上）隠

弟
は
そ
の
楽
し
み
を
改
め
な
い
の
で
す
」
と
い
っ
て
、
論
語
を
引
い

て
答
え
た
。
戴
逡
に
と
っ
て
、
隠
逸
は
正
に
無
上
の
楽
し
み
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

　
同
じ
く
戴
蓬
と
関
係
の
あ
っ
た
人
に
、
謝
敷
と
聾
玄
之
が
あ
る
。

謝
敷
は
会
稽
の
人
ぞ
、
そ
の
父
祖
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

彼
は
仏
教
を
篤
賢
し
、
太
平
山
気
に
入
っ
て
十
余
年
、
高
尚
の
名
を

得
て
い
た
。
汐
留
、
月
が
少
微
墨
（
一
名
処
士
星
と
い
う
）
を
犯
し

た
こ
と
あ
り
、
占
の
結
果
、
　
「
処
士
が
死
す
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
。
当
騨
戴
逡
は
会
稽
の
麹
に
隠
逸
し
て
交
才
芸
術
に
審
み
、
謝
敷

よ
り
も
先
ん
じ
て
有
名
で
あ
っ
た
の
で
、
戴
が
死
ぬ
の
で
は
な
い
か

と
案
ぜ
ら
れ
て
い
た
の
に
、
謝
敷
が
死
ん
だ
の
で
、
会
稽
の
人
士
は
、

戴
が
天
象
に
応
じ
な
か
っ
た
の
を
嘲
っ
た
と
い
う
。
又
郡
恢
（
前
述

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

郡
超
の
弟
）
が
彼
の
心
境
を
賞
め
た
雷
葉
が
伝
わ
っ
て
い
る
か
ら
、

郡
氏
の
一
族
が
彼
を
後
援
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
次
に
聾
玄

之
は
武
陵
（
湖
南
）
の
人
で
、
父
の
登
は
長
沙
栢
。
散
七
夕
侍
を
歴

任
し
た
。
彼
も
学
問
芸
術
を
愛
し
、
単
三
と
似
た
所
が
あ
っ
た
こ
と

は
、
孝
武
帝
が
局
勢
に
両
入
を
徴
し
た
時
の
詔
に
「
並
に
仁
に
依
り

芸
に
遊
び
、
学
は
融
業
を
黒
む
」
と
あ
り
、
散
騎
常
侍
・
国
子
搏
士

と
な
さ
ん
と
し
た
が
、
共
に
就
か
な
か
っ
た
。

　
次
に
何
準
は
癒
江
（
安
徽
）
の
人
ぞ
、
そ
の
女
は
穆
帝
の
后
で
あ

り
、
兄
の
充
は
宰
畑
…
の
位
に
至
っ
た
。
彼
は
一
切
の
徴
驚
を
避
け
て

布
衣
の
身
ぞ
い
た
が
、
而
も
高
名
は
貴
門
の
間
に
及
ん
で
い
た
か

ら
、
兄
か
ら
禺
仕
を
す
す
め
ら
れ
た
時
も
、
　
「
わ
が
第
五
の
名
（
何

充
の
第
五
弟
の
意
）
は
、
ど
う
し
て
姿
態
（
兄
の
充
は
時
に
際
騎
将

軍
・
た
り
）
に
劣
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
」
と
い
っ
た
。
彼
は
仏
教
を
崇

信
し
て
日
女
経
典
を
講
し
、
且
つ
塔
廟
を
忠
言
し
た
。
そ
の
卒
す
る

に
当
り
、
金
紫
光
禄
大
夫
を
贈
ら
れ
晋
興
県
侯
に
封
ぜ
ら
れ
た
が
、

そ
の
子
は
、
父
の
素
行
高
潔
な
る
の
故
を
以
て
辞
退
し
た
。
し
か
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

子
孫
は
皆
高
位
に
上
っ
て
い
る
。

　
次
に
立
命
は
太
尉
侃
の
孫
で
、
そ
の
家
に
は
干
金
の
産
あ
り
、
磁

客
は
百
数
十
入
も
居
た
。
し
か
し
彼
は
一
切
家
事
を
問
わ
ず
、
早
く

よ
り
仙
道
に
没
頭
し
、
妻
も
姿
ら
ず
た
だ
蝋
匹
の
白
鹿
を
伴
と
し

て
、
長
沙
の
臨
湘
山
中
に
鷹
を
結
び
、
近
親
の
者
も
近
づ
く
こ
と
が

出
来
な
か
っ
た
。

　
以
上
阪
裕
よ
り
陶
淡
に
至
る
東
晋
の
貴
族
的
隠
逸
に
つ
き
、
　
『
晋

書
』
隠
逸
伝
及
び
『
世
説
新
語
』
褄
逸
篇
の
中
か
ら
例
を
拾
っ
て
述

　
　
⑦

べ
た
が
、
何
れ
も
自
適
主
義
に
徹
し
て
い
る
こ
と
が
見
・
り
れ
る
。
そ

し
て
か
か
る
風
が
如
何
に
広
く
行
わ
れ
て
い
た
か
を
見
る
為
に
、
更
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に
当
時
の
最
高
貴
族
の
一
員
た
る
王
笹
下
・
謝
安
等
に
つ
い
て
述
べ

て
み
よ
う
。

　
　
　
③

　
王
畿
之
は
宰
相
王
導
の
母
子
と
．
し
て
、
当
時
の
最
高
門
閥
に
属

し
、
早
く
よ
り
王
導
。
殿
浩
・
阪
裕
等
の
先
達
か
ら
推
賞
さ
れ
て
い

た
　
（
『
世
説
新
語
』
品
繰
篇
・
賞
誉
篇
）
。
　
彼
は
経
世
の
才
に
も
乏
し
く

な
か
っ
た
こ
と
は
、
股
浩
の
北
伐
を
戒
む
る
文
や
、
月
華
に
与
う
る

書
等
を
見
る
に
、
何
れ
も
戦
略
や
内
政
を
論
じ
て
時
宜
に
適
っ
て
い

る
。
し
か
し
彼
は
早
く
よ
り
隠
逸
の
志
を
有
し
、
晩
年
に
会
稽
内
史

と
し
て
漸
江
を
渡
り
し
時
、
固
く
終
焉
の
心
を
抱
い
て
い
た
こ
と

は
、
『
心
急
集
客
」
に
つ
い
て
も
見
ら
れ
る
。
彼
が
致
仕
し
た
の
は
、

王
述
と
の
関
係
に
よ
る
。
同
じ
王
氏
の
中
で
も
彼
は
郷
邪
の
王
氏

で
、
王
業
は
太
原
の
王
氏
で
あ
っ
た
。
彼
は
王
述
の
人
物
を
軽
蔑
し

て
い
た
が
、
王
述
が
中
・
央
に
立
ち
、
会
稽
郡
を
検
察
す
る
に
当
り
、

裁
之
は
そ
の
下
に
あ
る
こ
と
を
深
く
恥
じ
、
遂
に
全
く
官
を
ま
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
陶
淵
明
が
督
郵
の
視
察
に
際
し
、
　
「
吾
堂

五
斗
米
の
為
に
腰
を
折
り
、
拳
々
と
し
て
郷
黒
の
小
人
に
事
え
ん

⑨や
」
と
い
っ
て
直
販
の
令
を
辞
し
た
こ
と
と
や
や
似
て
い
る
が
、
藏

之
の
場
合
は
王
述
と
の
間
に
個
人
的
な
感
情
が
あ
り
、
又
門
閥
聞
の

争
が
あ
る
こ
と
は
、
彼
の
諸
子
が
王
立
の
子
の
旦
之
の
権
勢
に
及
ば

な
い
こ
と
を
歎
い
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
分
る
。
時
に
永
和
十
一

年
（
三
五
五
年
）
で
、
彼
は
こ
れ
以
上
王
述
と
競
う
こ
と
が
却
っ
て
家

門
を
傷
け
る
所
以
ぞ
あ
る
こ
と
を
恐
れ
、
老
子
の
中
足
の
埋
め
を
守

る
こ
と
を
誓
っ
て
官
を
宏
つ
た
。

　
致
仕
し
て
後
の
薮
之
は
全
く
自
由
の
身
と
な
っ
た
。
王
氏
は
代
々

五
斗
米
道
を
奉
じ
て
い
た
の
で
、
彼
も
道
士
許
…
遇
に
従
っ
て
仙
道
を

修
め
、
諸
名
山
を
餓
渉
し
た
。
彼
が
謝
万
に
与
え
た
書
を
見
る
と
、

そ
の
隠
逸
の
惰
が
最
も
よ
く
現
わ
れ
で
い
る
。
　
「
古
の
批
を
辞
す
る

者
は
、
或
は
髪
を
乱
し
て
偽
り
狂
し
、
或
は
身
を
汚
し
跡
を
撫
し
て

苦
し
み
を
忍
ん
だ
。
然
る
に
今
自
分
は
坐
な
が
ら
に
し
て
免
れ
る
こ

と
を
得
、
磁
心
を
遂
げ
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
真
に

幸
と
い
う
べ
く
、
天
の
賜
で
あ
っ
て
、
天
に
違
う
の
は
不
鮮
で
あ
る
」

と
い
い
、
諸
子
を
率
い
無
数
を
抱
い
て
、
自
然
の
中
に
遊
ぶ
こ
と
を

喜
ん
で
い
る
。
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
送
辞
は
、
　
「
田
を
め
ぐ
り
、

地
の
利
を
視
る
」
大
土
地
所
有
者
と
し
て
の
隠
逸
で
あ
る
。
彼
が
最

高
門
閥
の
人
で
あ
り
な
が
ら
、
著
し
く
質
素
な
生
活
に
甘
ん
じ
た
こ

と
は
認
め
ら
れ
る
が
、
兎
も
角
そ
の
隠
逸
が
坐
な
が
ら
に
し
て
逸
れ

る
も
の
で
あ
り
、
自
己
の
闘
園
の
申
に
あ
り
て
隠
逸
そ
の
も
の
を
楽

し
ん
で
い
る
こ
と
は
否
定
幽
来
な
い
。
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⑲

　
王
義
之
が
官
を
去
り
た
る
頃
、
謝
安
は
な
お
会
稽
上
期
県
に
隠
れ
、

二
塁
を
聞
き
て
竜
餌
で
ず
、
心
を
事
事
に
縦
ま
に
し
て
い
た
。
そ
の

二
期
は
女
妓
を
つ
れ
て
遊
難
し
、
最
も
貴
族
的
な
竜
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
そ
れ
だ
け
に
純
真
で
、
朝
令
に
従
わ
ざ
る
を
以
て
弾
奏
さ

れ
、
遂
に
禁
銅
に
処
せ
ら
れ
よ
う
と
し
て
も
動
か
な
か
っ
た
。
彼
の

弟
の
謝
万
は
西
申
郎
将
と
な
り
、
北
伐
の
重
鎮
と
し
て
顕
貴
の
位
に

あ
っ
た
が
、
し
か
も
東
出
に
隠
れ
た
謝
安
の
高
名
に
は
及
ば
な
か

っ
た
（
『
世
説
』
品
操
篇
牽
引
『
中
興
畿
晶
）
。
し
か
し
な
が
ら
東
晋
の
貴

族
ぞ
も
、
冨
は
や
は
り
官
位
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
。
如
何
に

謝
安
の
棲
逸
が
豪
奢
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
布
衣
の
身
に
は
限
り
が

あ
っ
た
。
謝
万
を
は
じ
め
彼
の
兄
弟
の
門
が
富
貴
に
賑
わ
っ
て
い
る

の
を
見
て
、
謝
安
の
妻
が
彼
に
向
い
「
大
丈
夫
は
や
は
り
あ
の
よ
う

に
な
る
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
い
う
と
、
安
は
鼻
を
お
お

う
て
「
心
配
し
な
く
と
竜
蜜
貴
（
臭
腐
と
見
る
）
を
免
れ
る
こ
と
が
出

来
な
い
だ
ろ
う
よ
」
と
答
え
た
（
『
世
説
』
排
調
篇
）
。
　
後
に
謝
万
が

失
脚
し
た
為
に
、
謝
安
は
意
を
翻
し
、
齢
四
十
を
超
え
て
始
め
て
桓

温
の
征
西
司
馬
と
し
て
禺
仕
し
た
（
三
六
〇
年
）
。
そ
れ
は
謝
安
ほ
ど

の
名
門
に
と
っ
て
は
身
を
屈
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
、
彼
の
名
声
は

一
時
下
落
し
、
器
楽
や
高
霊
か
ら
椰
楡
さ
れ
た
こ
と
が
見
え
て
い
る

（『

｢
説
』
排
熱
篇
）
。
こ
れ
に
よ
っ
て
も
、
名
門
の
士
が
棲
逸
し
て
い

る
こ
と
が
、
如
何
に
高
い
誇
り
を
尊
し
て
い
た
か
が
わ
か
る
。
西
晋

の
画
聖
が
「
一
介
の
士
が
身
を
顕
わ
し
名
を
成
す
所
以
は
、
栄
啓
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

や
漁
父
の
よ
う
に
隠
遁
す
る
こ
と
だ
」
と
い
っ
て
い
る
が
、
別
に
身

を
顕
わ
す
必
要
に
逼
ら
れ
て
お
ら
ぬ
東
下
の
貴
族
に
お
い
て
は
、
・
真

の
意
味
に
お
い
て
高
尚
の
名
を
得
る
こ
と
が
嵐
来
た
の
で
あ
る
。
隠

逸
者
が
名
声
を
得
る
こ
と
は
、
葛
洪
の
所
謂
「
真
隠
」
i
名
を
捨

て
て
跡
を
残
さ
な
い
こ
と
一
1
と
相
反
す
る
よ
う
に
見
え
る
け
れ
ど

も
、
勝
れ
た
入
問
が
世
々
社
会
か
ら
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

そ
の
入
に
と
っ
て
堪
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
り
、
事
実
あ
り
得
な
い

こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
葛
画
竜
知
音
を
求
め
、
せ
め
て
後
世
に
認
め

ら
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。
葛
垣
が
悔
め
て
い
る
の
は
、
名
の
為

に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
若
し
名
声
が
自
己
の
価
値
に
従
っ
て
自
然
に

つ
い
て
く
る
竜
の
な
ら
ば
、
勿
論
そ
れ
は
喜
ぶ
べ
き
こ
と
な
の
で
あ

る
。
東
晋
の
貴
族
に
と
っ
て
、
そ
れ
が
容
易
に
な
さ
れ
る
境
遇
に
あ

っ
た
こ
と
は
幸
福
で
あ
っ
た
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
東
晋
の
隠
逸

が
、
そ
れ
だ
け
自
然
に
し
て
純
粋
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
禺

来
る
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鯛

　
王
義
之
と
謝
安
が
会
稽
に
縫
逸
し
た
こ
と
は
、
当
時
の
社
会
に
大
3
3



き
な
反
響
を
呼
起
し
た
で
あ
ろ
う
。
然
ら
ず
と
竜
会
稽
郡
は
佳
山
水

を
以
て
知
ら
れ
、
風
流
の
士
の
巣
窟
で
あ
っ
た
。
会
稽
と
都
の
建
康

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

（
南
京
）
と
の
間
に
は
水
路
が
通
じ
て
お
り
、
土
地
の
開
発
も
す
す
み
、

叉
こ
の
地
方
が
轡
型
以
来
銅
や
脱
塩
の
利
に
富
ん
で
い
た
こ
と
は
有

名
で
あ
る
。
今
ま
で
本
論
で
述
べ
た
中
に
屯
、
会
稽
に
棲
逸
し
た
人

々
を
多
く
挙
げ
た
が
、
そ
の
外
に
・
も
草
薮
之
や
謝
安
の
友
で
、
風
立
。

孫
緯
・
士
魂
・
登
臨
等
が
居
た
こ
と
が
著
聞
し
て
い
る
。
孫
統
は
山
水

を
酷
愛
し
て
望
地
と
い
わ
れ
、
自
ら
求
め
て
会
稽
郵
県
の
令
と
な

り
、
官
に
在
り
な
が
ら
た
だ
名
勝
を
探
る
こ
と
に
の
み
耽
っ
て
い

た
。
孫
緯
は
そ
の
弟
で
、
初
め
会
穫
に
隠
れ
て
遂
初
賦
を
作
り
し
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

と
は
膚
名
で
、
山
水
丈
学
の
濫
筋
と
も
見
ら
れ
て
い
る
。
，
許
詞
は
高

情
一
致
の
人
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
宮
廷
や
貴
行
に
出
入
し
、
そ
の

隠
宅
に
は
常
に
贈
遺
が
運
ば
れ
て
い
た
。
彼
等
が
如
何
に
会
稽
の
山

水
に
優
遊
し
、
裕
か
な
貴
族
的
サ
ロ
ン
の
申
ぞ
清
談
に
興
じ
た
か

は
、
　
『
世
説
新
語
』
の
中
に
多
く
の
逸
話
を
残
し
て
い
る
。

　
又
王
義
之
の
諸
子
が
父
に
倣
っ
て
会
稽
に
住
ん
だ
中
ぞ
も
、
殊
に

王
徽
之
の
風
流
に
つ
い
て
は
多
く
語
ら
れ
て
い
る
。
彼
は
桓
温
の
参

軍
と
な
り
、
後
に
叉
桓
沖
の
参
軍
と
も
な
っ
た
が
、
自
ら
の
管
轄
す

る
職
務
に
つ
い
て
は
全
く
無
頓
着
で
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
在
野
の

処
士
と
…
異
ら
な
か
っ
た
（
『
世
説
』
簡
微
篇
そ
の
他
）
。
顕
貴
の
職
に
あ

　
　
⑭

る
名
士
が
、
自
ら
の
職
務
に
拘
泥
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
魏
晋
に
一

般
的
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
魏
・
西
晋
の
頃
ま
で
は
保
身
の
為
に
す

る
こ
と
が
多
い
の
に
対
し
、
東
黒
人
に
お
い
て
は
山
野
に
自
適
す
る

処
士
と
通
ず
る
所
に
特
色
が
あ
っ
た
。
王
恭
が
「
名
士
は
必
ず
し
屯

奇
才
を
用
い
ず
、
た
だ
常
に
俗
事
を
避
け
、
痛
快
に
飲
酒
し
、
繋
争

を
熱
読
す
れ
ば
、
そ
れ
が
立
派
な
名
士
だ
」
（
笹
説
』
諾
了
篇
）
と
い

っ
て
い
る
の
も
、
東
寺
的
な
考
え
方
で
あ
る
。
叉
隠
逸
の
高
士
に
つ

い
て
は
王
旦
之
が
「
高
士
と
い
う
も
の
は
、
悠
然
と
し
て
物
に
拘
束

さ
れ
な
い
人
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
る
に
沙
門
は
俗
外
と
い
う
け
れ

ど
も
、
俗
入
以
上
に
教
に
束
縛
さ
れ
て
構
性
の
自
由
を
得
な
い
か
ら
、

高
士
と
は
云
え
な
い
」
　
（
『
世
説
』
軽
舐
篇
）
、
と
い
っ
て
い
る
如
く
、

物
に
拘
束
さ
れ
な
い
こ
と
は
名
士
と
同
様
ぞ
あ
っ
た
。
そ
し
て
桓
温

が
嘗
て
皇
甫
謙
の
『
高
士
伝
』
を
読
み
、
於
陵
仲
子
が
身
を
苦
し
め

て
不
自
然
な
生
活
を
す
る
の
を
見
て
嫌
棄
し
た
と
あ
る
が
（
『
世
説
』

豪
爽
篇
）
、
好
客
人
の
憧
れ
る
高
士
は
、
そ
の
よ
う
な
不
自
然
な
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
謝
玄
が
謝
安
に
謂
っ
た
言
葉
に
、
　
「
遊
騨
と
い
う
こ

と
は
別
に
高
唱
し
な
く
と
も
、
た
だ
坐
し
た
ま
ま
鼻
を
捻
っ
て
あ
た

夢
を
見
廻
せ
ば
、
お
の
つ
か
ら
山
沢
の
闇
に
休
息
す
る
思
が
あ
る
も
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の
だ
」
（
『
世
説
』
容
止
篇
）
と
あ
る
如
く
、
坐
な
が
ら
に
し
て
隠
れ
る

こ
と
が
、
東
晋
人
の
理
想
で
あ
っ
た
。

　
以
上
の
貴
族
的
な
隠
逸
と
趣
き
を
異
に
し
、
貴
族
ぞ
あ
り
な
が
ら

農
民
と
交
わ
り
、
膚
ら
も
農
耕
に
従
っ
た
人
々
が
あ
る
。
こ
の
場
合

の
隠
逸
も
や
は
り
、
そ
の
背
景
に
貴
族
社
会
の
身
分
的
経
済
的
な
根

拠
が
あ
っ
て
、
自
適
主
義
を
失
わ
な
い
こ
と
が
見
ら
れ
る
。
以
下
程

湯
。
郭
藩
翻
・
劉
瞬
盟
ノ
M
を
送
刷
り
て
述
。
へ
て
み
・
レ
よ
・
り
。

　
窟
湯
は
南
陽
の
人
で
あ
る
が
、
尋
陽
に
隠
れ
て
い
た
。
彼
の
家
は

漢
の
受
方
進
（
『
漢
書
隔
入
墨
）
　
の
後
で
あ
る
。
彼
の
生
活
に
つ
い
て

は
「
耕
し
て
後
に
’
食
う
」
（
『
晋
書
』
隠
逸
）
と
あ
る
が
、
僅
客
も
相
当

に
有
し
て
い
た
。
康
正
の
建
元
初
年
に
安
西
将
軍
庚
．
翼
が
石
虎
を
北

征
す
る
に
当
り
、
大
い
に
豪
族
所
有
の
憧
客
を
発
し
て
軍
役
に
充
て

よ
う
と
し
た
。
そ
の
時
煮
湯
の
隠
逸
人
と
し
て
の
名
徳
を
樺
り
、
特

に
彼
を
除
外
す
る
こ
と
を
命
じ
た
。
し
か
る
に
出
湯
は
特
別
の
処
α
淵
直

を
受
け
る
こ
と
を
好
ま
ず
、
慮
ら
の
所
有
す
る
僕
使
を
悉
く
郷
吏
に

委
し
、
郷
吏
が
そ
れ
を
拒
む
と
、
湯
は
調
の
命
数
に
相
当
す
る
だ
け

の
僕
使
を
放
免
し
、
編
戸
し
て
百
姓
と
な
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
彼

が
、
多
く
の
土
地
と
憧
僕
な
有
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し

そ
の
こ
と
は
、
彼
が
隠
逸
人
と
し
て
「
篤
行
純
素
、
仁
譲
廉
潔
…
、
山

居
世
事
」
と
い
う
こ
と
と
、
矛
贋
す
る
も
の
で
は
な
い
。
彼
は
人
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ベ

贈
遺
を
受
け
ず
、
釜
や
陵
と
錐
も
受
取
ら
ず
、
嘗
て
始
安
太
守
の
干

宝
が
贈
物
を
舟
に
載
せ
て
彼
に
届
け
し
め
た
と
こ
ろ
、
彼
は
そ
の
代

価
を
絹
に
易
え
て
返
還
し
た
。
し
か
し
彼
の
高
尚
の
名
は
朝
野
に
聞

え
て
い
た
の
で
、
宰
縞
愚
心
。
征
西
将
軍
漢
国
見
や
康
二
等
が
夫
々
熱

心
に
徴
湿
し
た
が
、
何
れ
も
固
辞
し
て
就
か
な
か
っ
た
。

　
次
に
郭
翻
は
武
員
の
人
、
そ
の
伯
父
訥
は
広
州
刺
史
、
父
の
察
は

安
城
太
守
で
、
　
二
干
石
の
家
で
あ
っ
た
。
　
し
か
る
に
彼
は
臨
川

（
江
酉
）
に
家
し
て
躬
耕
し
、
「
貧
に
し
て
業
な
く
」
（
『
諸
書
阯
隠
逸
）
、

荒
田
を
開
墾
し
よ
う
と
す
る
時
は
、
予
め
表
題
を
立
て
、
年
を
経
て

も
所
有
主
が
無
い
時
に
始
め
て
そ
の
土
地
を
耕
し
た
。
稲
が
熟
し
た

時
に
俄
か
に
所
荷
主
が
硯
わ
れ
る
と
、
彼
は
そ
の
収
穫
を
悉
く
与
え

て
顧
み
ず
、
県
令
が
斡
旋
し
て
も
受
取
ら
な
か
っ
た
。
又
二
時
車
に

乗
っ
て
遠
く
猟
，
し
、
途
中
病
者
に
逢
い
、
そ
の
病
者
を
自
分
の
車
で

「
送
っ
て
、
自
ら
は
徒
歩
で
帰
っ
て
き
た
。
彼
は
漁
猟
で
得
し
も
の
も
、

余
分
は
人
に
与
え
て
己
れ
の
名
も
告
げ
な
か
っ
た
。
但
し
彼
等
の
廉

潔
に
は
極
端
な
所
が
あ
っ
た
。
立
時
彼
が
誤
っ
て
刀
を
水
中
に
落
し

た
こ
と
あ
り
、
通
り
か
か
り
の
路
人
が
水
中
に
入
っ
て
刀
を
取
出
す
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と
、
彼
は
そ
の
刀
を
路
人
に
与
え
て
し
ま
っ
た
。
路
人
が
そ
れ
を
拒

む
と
、
彼
は
故
意
に
刀
を
水
中
に
棄
て
た
。
路
人
が
再
び
水
に
入
っ

て
取
嵩
す
と
、
彼
は
巳
む
を
得
ず
そ
の
刀
を
受
取
っ
て
、
代
り
に
価

を
十
倍
に
し
て
路
入
に
与
え
た
と
い
う
。
「
廉
に
し
て
恵
を
受
け
ず
」

と
い
う
こ
と
が
彼
等
の
僑
条
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
古
来
の
逸
民
の
風

ぞ
あ
り
、
求
め
ず
採
れ
ず
、
世
に
詔
ら
わ
な
い
で
生
き
て
ゆ
く
為
に

は
、
か
か
る
廉
潔
も
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
郭
話
に
も
後

援
者
が
あ
っ
た
。
庚
亮
と
そ
の
弟
の
陵
翼
（
安
西
将
軍
、
そ
の
女
は

成
帝
の
后
）
が
、
各
々
彼
を
起
た
し
め
よ
う
と
し
て
薦
め
た
が
、
何

れ
も
応
じ
な
か
っ
た
。

　
次
に
劉
麟
之
（
字
は
遺
民
）
は
南
陽
の
人
で
、
光
禄
大
夫
劉
耽
の

一
族
で
あ
る
。
彼
は
陽
岐
（
江
西
省
葺
郷
倉
の
東
）
に
居
り
農
民
と

交
わ
P
、
た
と
い
厩
役
者
で
も
そ
の
家
に
結
婚
．
や
葬
送
の
こ
と
が
あ

れ
ば
自
ら
出
か
け
た
。
彼
の
家
か
ら
百
臨
急
ゆ
所
に
孤
独
な
老
婆
が

居
り
、
将
に
死
せ
ん
と
し
て
私
か
に
彼
に
埋
葬
さ
れ
る
こ
と
を
期
し

て
い
た
。
そ
れ
を
聞
い
て
彼
は
、
自
ら
行
っ
て
後
事
を
な
し
遂
げ

た
。
陽
岐
に
永
く
住
ん
で
村
人
と
衣
食
を
共
に
し
、
己
れ
の
乏
し
き

時
も
彼
等
か
ら
与
え
ら
れ
た
。
彼
の
家
は
皇
道
の
近
く
に
あ
っ
た
の

で
、
士
君
子
も
屡
≧
立
寄
っ
た
が
、
彼
は
自
ら
労
働
し
て
も
て
な

し
、
そ
の
為
に
謝
礼
を
取
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
車
騎
将
軍
桓
沖
が

符
堅
の
軍
に
備
え
る
為
に
彼
を
長
史
に
請
い
、
わ
ざ
わ
ざ
訪
ね
て
行

く
と
、
彼
は
桑
の
樹
上
で
働
い
て
い
た
。
や
が
て
座
に
通
さ
れ
る

や
、
彼
の
父
が
命
じ
て
、
彼
に
濁
酒
と
塩
菜
を
以
て
給
仕
せ
し
め

た
。
桓
沖
が
恐
縮
し
て
部
下
の
者
に
代
ら
し
め
よ
う
と
す
る
と
、
父

は
「
こ
れ
が
野
入
の
意
で
あ
る
」
と
い
っ
て
肯
ん
じ
な
か
っ
た
（
『
世

説
』
棲
逸
脱
）
。
こ
れ
を
み
て
も
身
分
あ
る
隠
逸
人
が
、
自
ら
労
働
に

従
事
し
て
い
る
歯
面
が
知
ら
れ
る
。
桓
沖
は
後
に
再
び
人
を
遣
わ

し
、
多
く
の
贈
物
を
載
せ
て
彼
を
迎
え
し
め
た
。
彼
は
召
さ
れ
て
行

く
途
中
で
、
そ
の
贈
物
を
悉
く
縁
道
の
貧
者
に
与
え
、
い
よ
い
よ
桓

沖
に
会
う
や
、
己
れ
の
無
用
を
陳
．
へ
て
引
返
し
て
し
ま
っ
た
。
彼
は

申
央
の
顕
官
に
も
広
く
知
ら
れ
て
い
た
の
で
、
嘗
て
謝
玄
が
彼
に
逢

い
、
そ
の
名
を
聞
い
て
驚
い
た
話
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
（
『
偉
説
』
任

誕
篇
）
。
彼
は
「
質
素
に
し
て
虚
退
寡
欲
、
山
沢
を
好
み
て
志
は
戯
画

に
存
す
」
　
（
『
世
説
』
棲
逸
篇
註
引
、
近
心
『
晋
記
b
）
と
い
わ
れ
て
い
る

よ
う
に
真
正
の
隠
逸
人
で
あ
り
、
農
民
と
共
に
躬
耕
し
な
が
ら
、
而

も
楽
し
ん
で
こ
の
道
を
選
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
劉
遺
民
と
周
続
之
と
共
に
尋
陽
の
三
助
と
い
わ
れ
て
い
る
陶

淵
明
は
、
や
は
り
農
民
の
中
に
隠
れ
、
心
か
ら
在
野
の
生
活
を
愛
し
、
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逸（村上）隠

自
然
に
し
て
．
」
高
尚
な
る
こ
と
、
こ
の
人
の
右
に
出
つ
る
も
の
は
な

い
。
し
か
し
こ
の
人
は
あ
ま
り
に
も
有
名
で
、
研
究
も
多
く
あ
る
か

ら
、
こ
こ
ぞ
は
省
略
す
る
。

　
以
上
述
べ
た
入
肉
は
そ
の
生
活
態
度
が
古
来
の
逸
民
に
似
た
所
が

あ
る
が
、
彼
等
も
や
は
り
貴
族
社
会
を
根
概
と
し
て
立
ち
、
自
ら
好

ん
で
こ
の
生
活
に
入
っ
て
い
る
こ
と
は
、
や
は
り
東
晋
的
な
特
色
を

失
わ
な
い
。
た
だ
彼
等
が
貴
族
の
出
身
で
あ
り
な
が
ら
庶
民
と
共
に

生
活
し
た
こ
と
は
、
古
く
か
ら
隠
逸
の
申
に
伝
わ
る
自
然
的
平
等
観

が
作
用
し
て
お
る
も
の
で
あ
り
〉
こ
の
意
味
に
お
い
て
隠
逸
は
、
最

も
高
瀬
的
な
面
と
又
最
も
庶
民
的
な
面
と
を
、
、
共
に
併
せ
有
し
て
い

た
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
隠
逸
の
理
念
と
も
い
う
べ
き
翌

荘
思
想
の
道
が
、
最
も
幽
玄
に
し
て
、
而
も
最
も
低
き
も
の
に
岡
じ

て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
と
関
連
す
る
。

　
東
遊
の
隠
逸
に
異
彩
を
放
つ
も
の
に
、
仏
教
僧
の
存
在
が
あ
る
。

『
世
説
』
棲
逸
篇
に
は
康
僧
淵
が
一
人
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の

他
に
屯
康
僧
淵
に
類
す
る
者
は
数
多
く
あ
っ
た
。

　
康
僧
淵
は
胡
人
で
、
そ
の
出
自
は
未
詳
で
あ
る
が
、
東
晋
の
初
に

江
を
渡
っ
て
歯
し
、
王
導
や
殿
浩
等
と
交
わ
っ
て
い
た
（
『
世
説
』
文

単
篇
）
。
後
に
豫
章
（
均
高
僧
傳
』
に
は
豫
童
・
出
と
あ
り
）
に
あ
っ
て

城
郭
を
去
る
こ
と
数
十
里
の
所
に
精
舎
を
立
て
、
連
嶺
に
添
い
長
川

を
め
ぐ
ら
し
、
軒
庭
に
は
芳
林
が
つ
ら
な
り
、
堂
宇
の
下
に
は
清
流

が
激
し
て
い
た
。
東
晋
の
大
宮
達
も
多
く
彼
の
居
を
訪
問
し
た
が
、

嘗
て
盛
事
が
往
き
、
そ
の
風
流
比
す
る
に
も
の
な
く
、
そ
の
聞
に
あ

っ
て
彼
は
一
女
と
研
究
講
論
し
、
恰
然
と
し
て
自
得
せ
る
様
を
見
て

讃
歎
し
た
。
　
こ
れ
に
よ
り
彼
の
名
声
は
益
≧
上
9
、
　
そ
れ
に
堪
え

ら
れ
な
く
な
っ
た
の
ぞ
、
彼
は
遂
に
そ
の
居
を
す
て
て
、
都
に
禺
た

と
い
う
（
棲
逸
篇
。
『
高
僧
伝
』
巻
四
に
よ
れ
ば
「
の
ち
寺
に
卒
す
扁
と
あ

り
）
。

　
申
国
仏
数
は
、
東
晋
時
代
に
底
意
や
羅
什
・
僧
肇
・
慧
遠
の
如
き

真
摯
な
僧
が
禺
で
、
哲
理
の
研
究
と
宗
教
的
情
熱
と
に
献
身
し
、
そ

の
門
弟
は
次
第
に
拡
が
っ
て
、
南
北
朝
よ
り
階
唐
に
至
り
偉
大
な
仏

教
王
国
を
建
設
し
た
。
し
か
し
あ
ま
り
戒
律
を
重
ん
じ
、
乃
至
は
非

現
職
的
な
空
観
論
理
に
傾
く
こ
と
は
、
申
国
に
お
い
て
永
久
に
栄
え

る
所
以
で
は
な
か
っ
た
。
右
の
方
向
と
は
や
や
異
隔
る
が
、
仏
教
が
報

国
の
知
識
人
の
心
に
入
る
当
初
に
は
、
い
わ
ゆ
る
清
談
仏
教
と
い
わ

れ
る
一
時
期
が
あ
っ
て
、
東
晋
時
代
の
康
僧
淵
や
支
遁
等
が
そ
れ
を

代
表
し
て
い
た
。
彼
等
は
貴
族
的
な
隠
逸
人
と
同
様
、
山
水
に
自
適

し
て
清
談
を
娯
し
み
・
、
そ
の
哲
理
は
著
し
く
老
荘
思
想
と
融
合
し
て

37　（477）



　
⑮

い
た
。
こ
の
清
談
仏
教
は
東
晋
時
代
を
過
ぎ
る
と
次
第
に
影
を
没
し

て
し
ま
っ
た
が
、
後
に
中
国
仏
教
が
禅
に
よ
る
居
士
的
な
仏
教
に
広

く
分
散
し
て
行
っ
た
時
、
再
び
清
談
仏
教
に
見
る
よ
う
な
自
適
主
義

が
蘇
っ
て
き
た
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
清
談
仏
教
は
、
最
も
中
国
の

知
識
人
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　
な
お
東
晋
時
代
に
は
、
隠
逸
が
単
に
個
人
的
に
行
わ
れ
る
ば
か
り

ぞ
な
く
、
往
々
に
し
て
一
族
間
に
拡
が
り
、
父
子
代
々
に
わ
た
る
も

の
も
見
ら
れ
る
。
上
来
見
て
き
た
中
に
就
い
て
も
、
穫
湯
は
そ
の
子

荘
、
荘
の
子
矯
、
矯
の
子
法
…
賜
に
至
る
ま
で
、
隠
逸
を
以
て
継
承
し

た
。
孫
統
。
孫
紳
の
兄
弟
が
何
れ
も
一
時
隠
逸
し
た
ば
か
り
で
な

く
、
彼
等
の
祖
父
孫
楚
も
亦
「
漱
石
枕
流
」
の
語
を
残
し
た
人
で
、

隠
逸
に
心
を
引
か
れ
て
い
た
。
前
緒
の
長
子
勃
、
勃
の
留
置
も
共
に

父
の
風
あ
り
、
　
一
門
皆
具
県
に
あ
り
て
住
し
、
そ
の
高
風
は
晋
宋
の

聞
に
聞
え
て
い
た
。
翫
裕
が
皇
籍
の
族
弟
で
あ
り
、
裕
の
兄
放
も
鑛

達
の
名
あ
り
、
こ
の
一
族
に
は
老
荘
思
想
に
よ
る
処
士
的
な
気
風
が

流
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
他
戴
蓬
が
苑
宣
に
師
事
し
て
共
に

隠
逸
の
風
が
あ
る
如
き
　
（
両
人
と
も
『
世
説
』
棲
漁
篇
に
載
る
）
、
師
弟

闇
に
伝
わ
る
も
の
も
少
く
な
い
。
か
か
る
傾
向
は
南
北
朝
に
至
っ
て

竜
同
様
ぞ
あ
っ
た
。

む
　
す
　
び

　
西
晋
時
代
の
隠
逸
に
は
、
な
お
伝
統
的
な
古
来
の
逸
民
の
風
が
強

く
遺
っ
て
お
り
、
逃
避
的
で
あ
り
、
従
っ
て
耐
乏
的
な
面
が
見
ら
れ

る
。
東
晋
時
代
に
な
る
と
、
隠
逸
の
逃
避
性
が
表
面
か
ら
薄
ら
ぎ
、

自
己
の
田
園
の
中
に
家
族
と
共
に
坐
な
が
ら
に
し
て
隠
れ
、
そ
の
生

活
は
貴
族
社
会
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
、
そ
の
上
努
め
ず
し
て
高
尚
の

令
名
を
有
し
、
甚
だ
楽
し
む
べ
き
も
の
と
な
っ
た
。
且
つ
東
砂
の
依

っ
て
い
た
江
爾
の
山
水
は
、
老
荘
の
自
然
の
思
想
と
結
び
つ
い
て
、

一
層
彼
等
の
自
適
主
義
を
助
長
し
た
。
蓋
し
菓
晋
の
貴
族
社
会
が
固

定
し
来
り
、
国
家
権
力
が
そ
の
中
に
分
散
す
る
に
及
ん
で
、
貴
族
の

構
成
員
は
自
己
の
身
分
的
経
済
的
根
拠
に
依
存
し
、
自
己
の
砂
鉱
性

の
内
に
安
逸
す
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
東
漸
の
隠
逸
は
事
事
上
よ

り
深
い
逃
避
に
入
っ
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
西
晋
よ
り
東
晋
に
移
る
過
渡
的
な
も
の
と
し
て
挙
げ
た
葛
洪
に
お

い
て
、
隠
逸
者
が
無
名
と
貧
困
に
耐
え
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い

る
の
は
古
い
伝
統
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
隠
逸
者
は
万
物
の
大

本
と
し
て
の
道
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
選
ば
れ
た
賢
者
が

自
ら
志
望
し
て
こ
の
生
活
に
入
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
点
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逸（村上）隠

は
、
東
晋
的
な
隠
逸
の
方
向
を
示
し
て
い
る
。
な
お
東
晋
の
隠
逸
人

の
中
に
は
、
貴
族
の
出
で
あ
り
な
が
ら
自
ら
耕
作
し
て
農
民
と
共
に

暮
し
た
人
々
が
あ
る
。
こ
れ
は
隠
逸
の
中
に
最
竜
高
踏
的
な
面
と
、

同
蒋
に
厳
民
的
な
面
と
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
興
味
が
あ
る
。

註①
　
時
代
が
東
晋
時
代
に
わ
た
る
も
の
と
し
て
は
、
鉱
煙
地
方
で
索
襲
げ
宋
織
．

　
郭
璃
が
あ
り
、
又
、
天
水
（
甘
粛
）
の
遅
蒔
、
上
谷
（
河
北
）
の
公
孫
鳳
、

　
中
山
（
河
北
）
の
張
忠
、
嚢
｝
十
（
満
洲
）
の
公
孫
永
、
北
下
簿
（
山
東
）
の
石

　
燈
、
略
陽
（
甘
粛
）
の
郭
荷
、
酒
山
尿
（
骨
粛
）
の
祈
蕩
、
蜀
（
四
川
）
の
誰
…

　
秀
と
襲
懸
賞
が
あ
り
、
何
れ
も
五
…
朝
十
六
國
（
そ
の
中
甘
粛
、
耐
教
煙
地
方
は

　
漢
人
張
氏
の
薗
涼
國
に
属
す
）
の
下
に
あ
り
て
隠
逸
し
た
人
々
で
あ
る
。
彼

　
等
に
つ
い
て
は
、
特
に
乱
を
避
け
た
こ
と
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
多
く
は
学

　
闘
一
に
専
念
し
て
世
事
を
去
て
た
人
々
で
あ
り
、
五
胡
風
族
の
君
主
達
も
彼
等

　
山
久
化
入
を
遇
す
る
こ
と
中
國
の
君
主
に
劣
ら
ぬ
竜
の
が
あ
る
が
、
隠
書
す
る

　
入
々
の
性
楕
は
権
ヵ
や
寵
遇
に
屈
す
る
こ
と
が
当
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
生
活
は
例
外
も
あ
る
が
一
般
に
耐
乏
的
な
竜
の
が
多
く
、
例
え
ば
公
孫

　
鳳
は
常
に
土
豚
の
上
に
露
犠
ね
、
夏
は
食
物
を
器
中
に
混
じ
、
腐
敗
せ
し
め
て

　
黙
る
後
に
食
っ
た
。
慕
容
瞬
か
ら
徴
さ
れ
て
郷
都
に
行
っ
て
亀
、
そ
の
生
活

　
様
式
を
易
え
な
か
っ
た
。
右
の
入
々
に
つ
い
て
は
政
治
上
の
関
係
か
ら
別
に

　
考
究
す
る
必
要
が
あ
り
、
今
は
省
略
す
る
。

②
　
中
一
国
の
隠
逸
の
伝
統
に
㎜
議
し
て
は
、
周
の
論
証
を
課
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、

　
今
は
『
後
漢
書
』
逸
民
伝
中
の
人
々
や
、
乃
董
は
右
来
隠
逸
の
例
と
し
て
よ

　
く
引
か
れ
る
栄
砿
啓
珈
川
（
『
列
子
』
天
津
篇
）
・
漁
父
（
『
賄
翠
嵐
』
油
…
父
篇
）
等
の

　
生
活
態
度
を
予
想
し
て
い
る
こ
と
を
搭
上
す
る
に
ぬ
め
て
お
く
。

③
　

『
論
語
』
に
次
の
如
く
見
え
て
い
る
。
　
「
危
邦
不
入
、
胤
邦
不
二
、
天
下

　
有
道
則
見
、
無
道
則
隠
」
（
泰
伯
）
。
「
道
不
行
、
乗
俘
浮
於
海
」
（
公
治
長
〉
。

　
「
挙
拝
上
、
天
下
之
践
帰
心
駕
」
（
霧
階
）
。
「
逸
罠
、
伯
夷
・
叔
齊
・
虞
仲
・

　
夷
逸
・
朱
張
・
柳
下
恵
・
豪
雪
、
（
下
略
）
」
　
（
微
子
）
。

④
　
中
・
國
一
山
水
画
の
濫
隔
腸
も
、
彼
に
お
い
て
一
見
ら
れ
る
（
拙
稿
『
六
朝
の
自
陥
然

　
観
』
美
術
史
3
参
照
）
。

⑤
　
熱
W
梅
　
は
謝
敷
と
仲
が
誼
田
く
、
灘
吊
に
称
し
て
「
謝
慶
鋸
鞠
（
敷
の
字
）
は
謀
戴
見

　
が
人
に
す
ぐ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
心
を
累
ら
わ
す
よ
う
な

　
処
は
す
べ
て
な
く
な
っ
て
い
る
」
と
い
っ
た
（
『
世
説
』
棲
漁
．
篇
）
。

⑥
何
準
の
子
孫
の
こ
と
は
、
『
晋
書
』
九
三
外
戚
脇
窯
伝
に
見
ゆ
。

⑦
院
裕
・
例
準
は
『
世
説
』
棲
逸
矯
に
、
襲
玄
之
・
陶
淡
は
『
晋
霧
』
隠
逸

　
伝
に
、
エ
血
晒
肥
・
戴
蓬
・
謝
敷
の
こ
と
は
細
石
の
｝
両
書
の
侮
れ
に
も
ロ
論
え
て
い
る
。

⑧
『
晋
書
』
八
十
王
義
之
伝

⑨
『
晋
書
』
隠
逸
陶
薮
睨
伝

⑩
『
晋
轡
』
七
十
九
謝
安
伝

⑪
『
世
説
』
二
丁
篇
客
引
『
張
敏
集
』

⑫
岡
蒔
丈
夫
『
魏
晋
南
北
朝
通
奥
』
五
七
「
頁
。

⑲
　
孫
統
・
孫
練
の
伝
は
、
　
『
晋
書
』
五
六
孫
楚
伝
に
附
す
。

⑭
　
名
士
に
つ
い
て
は
『
世
説
』
丈
単
一
篇
注
に
、
嚢
宏
の
『
名
士
転
』
の
こ
と

　
が
奇
償
え
て
い
る
。

⑮
　
道
安
や
僧
肇
・
懇
遠
の
仏
教
も
、
老
荘
思
想
と
融
合
し
て
い
た
こ
と
は
嗣

　
様
で
あ
る
。
た
だ
道
此
等
が
無
心
に
よ
る
普
遜
的
な
遂
を
追
究
し
て
甕
観
に

　
近
づ
こ
う
と
し
た
の
に
対
し
、
麦
遁
箏
は
宮
己
の
内
に
あ
る
霞
然
に
随
順
す

　
る
こ
と
に
よ
り
、
凸
壮
雪
風
の
自
適
主
義
に
傾
い
た
。
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Historical　ldeas　of　Thucycides

　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　Zuien　Hara

　　Accordlng　to　Thucydides，　man　makes　history，　a　state　is　a　histo－

rical　inclividual，　aRd　the　Staatsi’ason　works　irrationally．　Concem－

ing　tl｝ese　themes，　he　as　a　historian　always　bore　in　mind　to　describe

states　as　they　actually　were．　However，　it　is　also　true　that　lie　did

not　fail　at　any　moment　to　suggest　what　the　state　should　be．　There－

with　he　anteceded　the　philosophical　researches　in　the　fourth

ceRtury　B．　C．　in　Athens．

　　］日［ermit　Life（In－it∫u　l懸逸）of　Tung　Chin（東回）：Period

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Yoshizane　Muraka皿i

　■n．itsu（隠逸）is　a　kind　of　scclusion，　whose　characteristics　vary

according　to　the　ages．　At　the　earliest　times　ill　China，ゴノz．齢z4

meant　to　retire　to　a　remote　place　away　from　the　govemmenta互

authority　and　to　lead　a　hard　life　in　producing　fbo〔is　and　housing

by　oneself。　This　traditional　in．itJ　lg　was　prevalent　as玉ate　as　the

Hsi　Chin（西晋）pcriod．　At　the　Tung　Chin（東晋）period，　how－

ever，　it　came　to　be　a　so至itary　life沁one’s　own　land，　provided
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
with　enjoyable　fac圭litles。　This　hapPencd　because　of　the　consolida－

tion　of　the　aristocratic　society，　and　did　llot　always　mcan　being

less　seclusive．　Then，　learning　Taoism　deeply，　hermits　of　this　age

were　respected　among　the　nobles．　Neverthe玉css　they　had　much　o£

thc　commoner　as　well　as　the　aristocrat　in　thc　way　of重iving，

　　　　　　　　　　　AStudy　on　Bandobon（坂東本）of

　　　　　　　　　　　　　　　Kyogyoshillsho（教行信謹）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Toshihide　Al〈amatsu

Resent　studies　of　Kyogyoshinsho　by　Shinran　（mag／．”・）　have　been

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（618）


