
β∂∂

天

の

思

想

-
先
秦
思
想
の
天
道
軌

-
郭

沫

若

者
/

ヽ

]
九
三
〇
年
三
月

｢
中
国
苗
代
社
食
研
究
｣
な
ーる
唯
物
史
観
的

著
作
を
以
て
支
部
史
畢
界
を
賓
感
せ
し
め
た
郭
洗
若
氏
は
其
後
専

ら
金
文
甲
骨
文
等
の
基
礎
的
研
究
に
思
ひ
を
潜
め
'
甲
骨
文
字
研

究

二

九
≡

'上
海
)
段
間
青
銅
詩
銘
文
研
究

(同
上
)
を
初
め
'

雨
周
金
文
鮮
大
系
二

九
三

7.東
京
)
-
静
通
第
二
九
≡

1.東
京
)

爾
周
金
文
節
大
系
固
録
'
同
敦
樺
二

九
三
五
'東
京
)
等
連
年
力
作
j

を
哉
表
し
た
.
か
-
て
苗
代
史
家
と
し
て
充
分
な
る
準
備
工
作
を

成
し
了
へ
た
氏
が
'
党
案
時
代
に
於
け
る
天
の
思
想
に
就
い
て
縦

横
の
識
見
を
展
開
せ
し
め
た
も
の
が
本
籍
で
あ
る
｡
少
し
-
萄
著

に
屠
す
る
が
今
編
輯
子
の
求
め
に
鷹
じ
紹
介
の
筆
を
執
る
こ
と
1

し
た
｡
倍
其
後
郭
氏
は
本
嵐
の
中
文
の
増
訂
版
と
も

言

ふ

べ
き

『
党
案
天
道
敏
之
進
展
』
(
完

三
六
･五
.上
海
)
を
刊
行
し
て
ゐ
る
｡
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蚤
な
る
胡
課
で
は
な
い
か
ら
象
馳
せ
ら
れ
た
i
d

尭
づ
目
次
を
見
る
と
'

1
'
天
の
思
想
の
屯
漁

二
'
天
の
思

想
の
利
用

三
'
天
の
思
想
の
樽
換

四
'
天
の
思
想
の
締
着

(
細
目
は
略
す
)
と
あ
-
'
本
籍
の
最
後
に
本
論
の
要
鮎
を
鮮
明
す

る
薦
め
'
攻
の
淘
解
を
揚
げ
て
ゐ
る
D

故
人
助
有
の
ト

ー
テ
ム

茨
び集
岨
軸

¢
畿
食

此
間
解
を
見
な
が
ら
日
次
に
従
っ
て
本
論
の
要
鮎
を
見
て
行
か

う

0
1
'
天
の
思
想
の
起
源
(
園
解
A

･B
･C
)

支
部
の
文
化
的
成

長
の
哉
足
鮎
と
し
て
-
群
を
研
究
し
た
氏
が
'
こ
1

に

｢
東
洋
思

想
の
鵡
幹
た
る
天
に
関
す
る
思
想
の
草
生
｣
を
-
辞
の
中
に
見
出

し
て
ゐ
る
の
は
雷
然
で
あ
る
｡
-
鮮
些
育
ふ
ま
で
も
な
-
ト
閣
の

記
録
で
あ
る
が
'
こ
の
-
問
せ
ら
れ
る
'帝
王
に
比
し
て
更
に
大
な

る
力
量
を
持
つ

｢
顧
問
｣
が
即
ち
天
で
あ
る
｡

即
ち
氏
は
ー
鮮
中

か
ら

｢帝
｣
に
牌
す
る
八
例
を
見
出
し
'
天
時
の
風
雨
'
農
作
の

牧
成
'
戦
等
の
勝
敗
'
官
職
の
罷
免
'
絶
て
を
主
宰
す
る

｢
帝
｣

は
明
か
に
畳
上
紳
で
あ
る
と
認
め
て
ゐ
る
.
こ
の
段
人
の
帝
は
帝

俊
即
ち

｢
高
阻
費
｣
の
専
科
で
'
費
は
本
凍
動
物
の
名
で
大
約
狸

猛

O

rang･u
tan
で
あ
p
t
厳
人
は
之
を
高
組
と
し
て
ゐ
る
わ
け

で
あ
る
.
こ
の
ト
ー
テ
ム
が
巴
比
命
の
天
上
の
譜
面
の
観
念
が
輸

入
さ
れ
る
に
随
ひ
'
天
上
に
移
行
し
て
速
に
ー
軒
の

｢
帝
｣
た
る

至
上
紳
乗
宗
鑑
細
の
存
在
が
出
来
上
っ
た
の
で
あ
る
｡

叉
卜
辞
に

は
上
帝
と
科
し
た
例
も
あ
る
が
､
至
上
柵
を
天
と
辞
し
た
例
は
な

い
｡
至
上
沖
を
天
と
辞
す
.る
の
は
厳
の
末
期
以
後
の
事
で
あ
る
｡

二
･
天
の
思
想
の
利
用
(
固
解
D

･E
)

武
王
時
代
か
ら
明
か

に
硯
れ
る
周
人
の
天
の
観
念
は
股
人
に
跨
襲
し
た
も
の
で
あ
っ
て

そ
の
天
は
書
取
あ
る
人
格
和
で
殿
の
帝
と
大
鰻
違
っ
て
ゐ
な
い
｡

が
点
し
'
天
に
封
す
る
態
度
に
於
て
大
な
る
襲
化
が
あ
る
.
そ
れ

は

｢
天
を
信
す
べ
か
ら
す
｣
(
君
夷
篇
)と
断
言
し
た
懐
疑
的
態
度

が
現
れ
た
事
で
.･

之
は
周
人
の
賢
明
さ
を
表
は
し
て
ゐ
る
が
'
そ

の
周
人
と
は
間
公
で
あ
る
｡
周
公
は
こ
の

｢
偉
大
な
る
懐
疑
｣
を

抱
き
乍
ら

1
面
天
皇
局
調
し
た
｡
そ
れ
虻
天
を
懐
疑
す
る
や
う
な

口
吻
を
洩
し
た
説
話
は
周
人
に
封
す
る
も
の
で
'
天
の
力
を
特
別

に
窟
訳
し
'
且
つ
段
の
滅
亡
を
も
天
意
に
蹄
し
た
詮
話
は
周
以
外
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の
民
族
'
殊
に
段
人
に
封
す
る
も
の
で
あ
っ
て
'
政
治
家
た
る
周

公
は
明
か
に
天
を
'
宗
教
を
'
政
策
的
に
利
用
し
出
し
た
｡
叉
周

公
は
徳
と
い
ふ
新
し
い
観
念
を
提
出
し
た
.
こ
の
1
方
で
は
天
の

観
念
を
利
用
し
て
慮
民
を
統
制
L
t
他
方
で
は
徳
操
を
静
行
し
て

政
権
を
輩
固
に
す
る
と
い
ふ
周
公
の
思
想
は
西
周
の
指
導
精
神
と

な
-
'
こ
の
侍
銃
は
其
後
よ
-
守
ら
れ
た
が
'
夷
属
時
代
に
な
る

と
こ
の
思
想
は
定
式
化
さ
れ
る
と
共
に
､
周
公
思
想
の
出
費
鮎
た

る
懐
疑
精
仲
が
没
却
さ
れ
た
｡
春
秋
時
代
二
百
敦
十
年
間
は
天
子

.が
虚
位
化
さ
れ
た
と
同
じ
-
天
も
虚
位
化
さ
れ
'
天
の
樺
威
は
金

-
失
墜
し
た
｡

三
'
天
の
思
想
の
韓
換
(
圏
解
F
･
G
)

春
秋
時
代
の
智
者
は

天
に
封
し
て
不
信
任
の
態
度
を
と
っ
て
ゐ
た
が
'
天
の
統
治
は
依

然
と
し
て
周
の
天
子
と
同
様
に
虚
位
を
擁
L
t
慣
性
の
内
に
維
持

さ
れ
て
ゐ
た
｡
叉
春
秋
時
代
は
政
治
上
で
も
争
乱
の
時
代
で
あ
る

と
同
時
に
'
思
想
上
で
も
矛
眉
の
時
代
で
あ
っ
た
｡
こ
の
事
乳
矛

盾
の
中
に
新
し
い
酒

-
老
子
の
遣

･
孔
子
の
思
想

I
が
蒸
滑

さ
れ
た
の
で
あ
る
｡

郭
氏
に
よ
る
と
'
老
子
は
即
ち
老
恥
で
あ
-
'
｢
道
徳
経
｣
は
戦

国
中
葉
の
環
淵

(
闘
争
)
に
由
て
撰
集
さ
れ
た
老
聴
の
語
録
で
あ

る
.
老
子
の
牽
明
は
殿
周
以
乗
の
至
上
紳
た
る
天
に
代
っ
て

)
個

の
時
間
と
基
間
に
超
越
し
た
形
而
上
畢
的
の
本
腰

-
｢
道
｣
を
建

て
た
鮎
に
あ
る
｡
こ
の
道
を
至
高
の
資
在
と
す
る
と
'
上
帝
や
鬼

神
は
道
あ
っ
て
こ
そ
牽
生
し
た
観
念
で
あ
-
'
従
っ
て
鬼
面
は
尊

厳
を
失
ひ
'
-
笠
な
ど
も
そ
の
神
秘
性
を
棄
失
す
る
｡
老
子
に
次

い
で
起
っ
た
偉
大
た
る
智
者
は
孔
子
で
あ
る
0
孔
子
は
天
を
人
格

.
蹄
と
し
て
決
し
て
認
め
て
ゐ
な
か
っ
た
.
孔
子
の
天
は
唯
'
自
然

或
は
自
然
の
中
に
行
は
れ
る
理
法
で
あ
-
'
彼
が
信
じ
て
ゐ
た
命

或
は
天
命
も
自
然
の
必
然
性
を
意
味
す
る
億
で
あ
っ
た
.

老
子
と
孔
子
の
直
別
は
'
老
子
は
天
の
上

打箕
質
的
な
本
鴇
た

る

｢
道
｣
を
置
亀
'
傾
宜
上
天
を
や
は
-
人
格
神
と
認
め
て
ゐ
た

が
'
孔
子
に
よ
れ
ば
曙
獣
中
に
天
卸
本
鴇
を
認
識
し
'
そ
の
本
鰹

は
老
子
の
茸
質
的
存
在
と
解
さ
れ
て
ゐ
ず
'
純
然
た
る
観
念
鰭
と

し
て
見
倣
さ
れ
て
ゐ
る
鮎
で
あ
る
｡

四
'
天
の
思
想
の
蹄
着
(
陶
解
H
-
L
)

老
子
と
孔
子
は
箕
質

的
に
は
無
神
論
者
で
あ
-
(『先
秦
天
道
和
之
進
展
』
に
は
｢
老
子
和
孔
子

未
根
本
上
都
鼻
紙
紳
論
者
'
両
衣
肯
定
人
格
紳
的
狭
陰
的
宗
教
家
看
衆
'便

都
是
無
紳
論
者
｣
と
改
め
て
ゐ
ろ
)
在
来
の
宗
教
思
想
に

7
腫
否
定
を

加
へ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
'
彼
等
の
後
に
は
彼
等
の
否
定
を
否
定

す
る
宗
教
的
侍
統
か
ら
の
反
動
が
起
っ
た
.
そ
の
代
表
が
墨
考
で

あ
る
｡
彼
は
殿
周
の
侍
統
思
瀬
を
復
活
L
t
人
格
和
と
し
て
の
天
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を
肯
定
L
t
鬼
両
を
肯
定
し
た
｡
彼
の
思
想
は
歴
史
の
進
展
か
ら

見
れ
ば
茸
際
は

一
種
の
反
動
で
あ
っ
た
｡
彼
の
立
論
の
根
嬢
は
極

め
て
薄
弱
'
殆
ど
小
供
編
し
の
如
き
筆
法
で
論
じ
た
O
が
然
し
彼

の
畢
詮
が

一
度
唱
導
し
出
さ
れ
る
と
'
天
下
を
風
摩
し
て
老
子
及

び
孔
子
の
7
派
と
鼎
足
の
形
勢
を
な
す
に
至
っ
た
O
之
は
宗
教
的

博
統
思
想

･-
天
の
思
想
I

が

1
般
民
衆
の
間
に
透
徹
的
に
侵

潤
し
'
1
種
の
民
族
的
感
情
と
化
し
て
ゐ
た
馬
で
あ
-
､
叉
墨
子

畢
術
の
通
俗
性
と
寄
蟻
性
の
馬
で
あ
る
｡

老
子
･
孔
子
･
墨
子
三
大
師
の
出
現
以
後
戦
図
年
間
は
畢
術
の

黄
金
時
代
と
な
っ
た
が
'
叉
各
単
流
の
闘
事
は
最
も
劇
烈
を
極
め

同
時
に
相
互
に
影
響
し
合
っ
た
｡
子
息
の
作
品
た
る

｢
洪
範
｣
に

於
で
は
人
格
神
の
天
著
-
は
上
帝
が
肯
定
さ
れ
て
を
-
'
叉

｢
中

庸
｣
に
於
け
る

｢
誠
｣
な
る
も
の
は
老
子
の

｢
道
｣
と
殆
ど
同
意

語
で
あ
る
｡
唯
'
老
子
の

｢
道
｣
は
箕
標
的
に
考
へ
ら
れ
'
子
息

の

｢
誠
｣
は
観
念
的
に
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
O

(
『
先
秦
天
道
散
之
進
展
』

に
は
｢這
所
謂
『哉
』
便
是
天
'
丙
具
現
衣
人
身
上
的
便
是
聖
人
O
這
些
分

明
是
従
老
子
的
思
想
縛
化
下
衆
的
｡｣
云
々
と
改
め
ら
れ
て
ゐ
ろ
｡)
子
息
の

傍
流
を
直
承
し
た
孟
子
も
天
に
関
す
る
思
想
及
び
儒
家
を
宗
教
化

す
る
想
念
は
子
息
と
仝
-
同
じ
で
あ
る
｡
孟
子
は
上
帝
を
意
識
あ

る
人
格
神
と
し
て
信
仰
も
し
た
L
t
叉
上
帝
を
祭
る
儀
式

一
切
を

肯
定
も
し
た
が
'
一
方

『
中
庸
』
の
如
-
誠
を
詮
き
'
叉
至
上
な

る
も
の
を

｢
東
｣
と
耕
し
'
天
地
の
間
に
充
ち
て
ゐ
る
も
の
と
し

た
｡孟

子
荘
子
の
時
代
に
楊
米
沢
の
代
表
者
た
る
意
確
は
老
子
7
求

の
思
想
家
と
し
て
天
の
存
在
を
没
殺
し
て
ゐ
る
.
墨
子
の
影
響
を

受
け
て
道
家
を
宗
教
化
せ
ん
と
し
た
の
は
荘
子
で
あ
る
0
彼
は
許

由
の
口
を
か
り
て
｢
遭
｣
を
師
と
構
L
t
之
を
金
-
人
格
化
し
た
O

〟

か
-
て
天
道
思
想
は
'
儒
家
は
思
孟
に
到
り
'
道
家
は
意
荘
に

到
っ
て
殆
ど
萄
展
す
べ
き
ま
で
牽
展
し
毒
し
'
両
者
の
相
違
も
僅

か
の
1
線
で
あ
っ
た
｡
そ
d
l
線
は
即
ち
茸
質
的
た
る
と
理
念
的

た
る
と
の
差
異
で
あ
る
.
然
し
'
有
子
に
な
る
と
そ
の
7
線
も
殆

ど
杓
え
て
し
ま
っ
た
.
即
ち
萄
子
は
道
家
的

｢
道
｣
の
術
語
を
使

用
し
出
し
た
｡
彼
の
詮
-

｢
道
｣
は
本
鰻
や
天
な
ど
1
同
意
語
で

あ
る
が
'
然
し
道
家
の
茸
質
的
存
在
も
意
味
せ
ず
､
即
天
'
釦
紳

郎
奨
化
と
し
た
の
で
あ
る
｡

'
か
-
て

｢
苛
子
ま
で
の
天
道
思
想
が
開
明
さ
れ
る
と

7
つ
の
意

外
な
収
穫
が
得
ら
れ
る
｡
即
ち
在
衆
孔
子
の
作
と
見

倣

さ
れ
た

『
易
侍
』
は
､
茸
際
は
萄
子
の
後
人
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
｣
と
氏
は
最
後
に
易
の
成
立
を
述
べ
て
ゐ
る
｡
即
ち

『
易
繋
軒

侍
』
の
道

･
易

･
紳
な
る
三
位

7
億
の
観
念
は
全
-
苛
子
イ
ズ
ム
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で
あ
る
｡
儒
家
の
内
で
虞
茸
に

『
易
』
と
関
係
の
あ
っ
た
人
は
有

子
で
あ
-
'
『
易
停
』
少
-
と
も
そ
の
『紫
郎
侍
』
は
苛
子
の
門
人

の
作
品
で
あ
-
'
そ
の
成
立
の
時
期
は
秦
の
統
治
期
中
と
断
定
し

て
ゐ
る
｡

流
石
は
郭
抹
若
氏
で
あ
る
.
JJ
の
五
十
二
頁
の
小
冊
の
中
に
唯

物
論
的
摺
記
法
を
武
器
に
甲
骨
文
や
金
文
や
古
典
を
駆
使
し
て
苗

代
支
部
の
宗
教
思
想
む
展
開
せ
し
め
て
清
新
の
束
に
充
ち

て

ゐ

る
0こ

の
創
見
に
富
む

1
篇
中
に
は
各
所
に
古
典
批
判
に
関
す
る
意

見
が
散
見
し
て
ゐ
る
が
'
殊
に
重
要
な
も
の
は
易
の
成
立
問
題
で

あ
ら
う
｡
郭
氏
は
発
き
の
｢
中
園
苗
代
融
合
研
究
｣
に
於

ては
『易

経
』
は
原
始
共
産
融
合
か
ら
奴
灘
配
合
に
奨
成
し
た
段
周
の
際
の

産
物
で
あ
-
'
『
易
侍
』
は
奴
隷
制
か
ら
封
牽
制
に
襲
成
し
た
春

秋
戦
国
時
代
に
成
立

し
た
も
の
で
あ
る
と
し
た

が
'
本
書
に
於

て
は
之
を
改
め
'
孔
子
時
代
に
は

『
易
』
の
軽
部
さ
へ
も
未
だ
形

成
さ
れ
て
ゐ
な
か
っ
た
.
『易
』
の
軽
部
は
既
成
の
録
鮮
及
び
諌

言

･
格
言
か
ら
集
成
さ
れ
た
も
の
で
'
大
約
梁
の
嚢
王
時

代

の

作
品
で
あ
ら
う
.
儒
家
の
中
で
虞
茸
に

『
易
』
と
関
係
あ
っ
た
人

は
有
子
で
あ
っ
た
云
々
と
し
て
ゐ
る
｡
之
は
内
藤
博
士
が
発
き
に

唱
導
さ
れ
た
思
想
史
的
古
書
批
判
の
方
法
に
通
ず
る
も
の
が
あ
-

(尤
も
博
士
は
共
著

『
易
凝
』
に
於
て
東
部
に
は
職
囲
末
か
ら
湊
初
に
到
っ

て
出
来
i1
語
を
含
む
L
t
繋
鮮
侍
は
漠
初
の
作
で
ち
･itう
と
述
べ
て
な
ら

れ
'そ
の
給
静
に
於
て
は
異
ろ
の
で
あ
る
が
)底
の
創
見
と
し
て
注
意
さ

る
べ
き
も
の
と
思
ふ
｡
こ
の
他
老
子
と
孔
子
と
の
先
後
の
如
き
'

墨
子
思
想
の
解
樺
の
如
き
'
他
に
有
力
な
封
立
的
見
解
も
あ
っ
て

本
籍
所
詮
の
総
て
を
直
ち
に
肯
定
す
る
を
得
ま
い
が
'
何
示
唆
に

富
む
好
著
と
す
る
を
悼
ら
な
･S
.

(
大

島

利

こ
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