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京
都
第
九
四
册

(二
〇
一
九
)
：
六
七
-八
七
頁

魏
晉
﹃
莊
子
﹄
�
釋
�
に
お
け
る
郭
象
の
位
置

古

	

隆

一

序
現
在
ほ
ぼ
完
�
な
�
で
傳
え
ら
れ
て
い
る
�
古
の
﹃
莊
子
﹄
�
釋
は
︑
西
晉
の
郭
象
の
も
の
で
あ
る
が
︑
そ
の
郭
�
は
魏
晉
時
代
の
﹃
莊

子
﹄
�
釋
�
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
本
稿
で
は
︑
郭
�
が
︑
そ
れ
以

の
�
釋
の
影
�
を
ど
の
�
度
�
け

た
も
の
で
あ
り
︑
ど
の
�
度
の
獨
自
性
を
持
つ
の
か
を
問
題
と
し
た
い
︒

郭
象
に
先
行
す
る
�
釋
者
と
し
て
崔
譔
・
向
秀
・
司
馬
彪
が
い
る

(い
ず
れ
も
西
晉
の
人
)
︒﹃
經
典
釋
�
﹄
序
錄
に
よ
れ
ば
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
�

釋
の
目
錄
�
事
項
は
以
下
の
�
り
で
あ
る(1

)

︒

・
崔
譔
�
︑
十
卷
︑
二
十
七
�
︹
淸
河
人
︑
晉
議
郞
︒
內
�
七
︑
外
�
二
十
︺︒

・
向
秀
�
︑
二
十
卷
︑
二
十
六
�
︹
一
作
二
十
七
�
︑
一
作
二
十
八
�
︒
亦
無
雜
�
︑
爲
�
三
卷
︺︒

・
司
馬
彪
�
︑
二
十
一
卷
︑
五
十
二
�
︹
字
紹
瓜
︑
河
內
人
︑
晉
祕
書
監
︒
內
�
七
︑
外
�
二
十
八
︑
雜
�
十
四
︑
解
說
三
︒
爲
�
三
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卷
︺︒

・
郭
象
�
︑
三
十
三
卷
︑
三
十
三
�
︹
字
子
玄
︑
河
內
人
︑
晉
太
傅
�
�
︒
內
�
七
︑
外
�
十
五
︑
雜
�
十
一
︒
爲
�
三
卷
︺︒

彼
ら
の
�
釋
を
郭
�
と
比
�
す
れ
ば
︑
そ
の
時
代
に
お
け
る
﹃
莊
子
﹄
の
讀
み
の
實
態
が
よ
く
分
か
る
は
ず
で
あ
る
が
︑
殘
念
な
が
ら
い
ず

れ
の
�
も
諸
書
に
引
か
れ
た
佚
�
と
し
て
斷
片
�
に
!
る
に
す
ぎ
な
い
︒
こ
の
よ
う
な
"
料
上
の
制
#
が
あ
る
た
め
︑
そ
れ
ら
の
佚
�
に
賴
っ

て
硏
究
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
︑
そ
う
い
っ
た
﹃
莊
子
﹄
�
釋
の
佚
�
を
�
も
多
く
載
せ
て
い
る
の
は
陸
德
'
﹃
經
典
釋
�
﹄
で
あ
る
の
で(2

)

︑
こ

れ
を
�
た
る
手
が
か
り
と
し
て
︑
諸
�
を
相
互
比
�
し
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
影
�
關
係
の
一
部
を
考
察
す
る
︒

た
だ
︑
郭
�
に
は
本
�
と
直
接
に
關
わ
ら
な
い
郭
象
自
身
の
思
想
が
强
く
出
て
お
り
︑
こ
れ
が
彼
獨
自
の
玄
學
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
か

ら
︑
他
の
�
と
の
單
純
に
比
�
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
︑
詳
し
く
檢
討
す
れ
ば
︑
郭
象
が
先
行
の
�
か
ら
繼
承
し
た
側
面
︑
お
よ
び
郭
象
が
獨

自
に
解
釋
し
た
側
面
の
︑
二
つ
の
面
が
見
え
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
本
稿
で
は
︑
上
記
諸
家
の
﹃
莊
子
﹄
�
釋
に
つ
い
て
︑
そ
の
本
�
の

他
︑
(一
)
訓
詁
の
�
︑
(二
)
事
物
の
�
︑
(三
)
義
理
の
�
に
分
け
て
︑
郭
象
と
の
比
�
の
も
と
に
考
察
す
る(3

)

︒

郭
�
に
は
﹃
莊
子
﹄
本
�
の
大
*
を
大
膽
に
と
ら
え
た
︑
玄
學
�
な
�
釋
が
多
い
た
め
︑
郭
象
の
﹃
莊
子
﹄
讀
解
が
ど
の
よ
う
な
訓
詁
�
理

解
を
基
礎
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
か
は
︑
自
'
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
郭
�
が
ど
の
よ
う
な
訓
詁
を
踏
ま
え
て
﹃
莊
子
﹄
を

讀
み
解
い
た
の
か
︑
關
連
著
作
が
少
な
く
硏
究
の
餘
地
が
あ
る
︒
兪
樾
・
孫
詒
讓
・
王
叔
岷
ら
考
證
學
者
の
成
果
を
參
考
と
し
て
︑
郭
象
の

﹃
莊
子
﹄
讀
解
を
訓
詁
の
水
準
に
/
元
す
る
こ
と
で
︑
西
晉
頃
の
一
般
�
な
﹃
莊
子
﹄
の
讀
み
と
︑
郭
象
獨
自
の
﹃
莊
子
﹄
の
讀
み
と
を
辨
別

す
る
た
め
の
例
を
提
供
し
た
い
︒
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第
一
1

崔
譔
の
﹃
莊
子
﹄
�

崔
譔
は
正
�
に
立
傳
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
﹃
經
典
釋
�
﹄
序
錄
に
﹁
淸
河
人
︑
晉
議
郞
﹂
と
あ
り
︑﹃
隋
書
﹄
經
籍
志
に
﹁
梁
2
﹃
莊
子
﹄
十
卷
︑

東
晉
議
郞
崔
譔
�
︑
3
﹂
と
あ
る
の
が
數
少
な
い
"
料
で
あ
る
が
︑
後
者
に
﹁
東
晉
議
郞
﹂
と
す
る
の
は
'
ら
か
に
4
り
で(4

)

︑
西
晉
の
人
で
あ

る
︒そ

の
﹃
莊
子
﹄
�
釋
に
關
し
て
︑
﹃
世
說
怨
語
﹄
�
學
�
の
�
に
引
く
﹃
向
秀
別
傳
﹄
に
﹁
(向
秀
)

惟
好
﹃
莊
子
﹄︑
聊
應
崔
譔
5
�
︑
以

備
!
忘
云
﹂
と
あ
り
︑
崔
譔
�
は
︑
後
営
す
る
向
秀
�
の
基
礎
と
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
︑﹃
經
典
釋
�
﹄
序
錄
に
よ
る
と
︑
崔

譔
本
は
二
十
七
�

(
內
�
七
︑
外
�
二
十
)

で
あ
り
︑
一
方
の
向
秀
本
は
二
十
六
�

(も
し
く
は
二
十
七
�
・
二
十
八
�
)

で
あ
っ
た
と
い
い
︑
崔

本
・
向
本
と
も
內
�
・
外
�
の
み
で
︑
雜
�
は
な
か
っ
た(5

)

︒
劉
向
以
來
の
本
�
を
す
べ
て
具
備
し
た
ら
し
い
司
馬
彪
の
五
十
二
�
本

(
內
�
・

外
�
・
雜
�
)

や
︑
そ
れ
と
は
衣
な
る
が
︑
崔
譔
本
や
向
秀
本
に
比
べ
て
�
數
が
や
や
多
い
︑
郭
象
の
三
十
三
�
本

(
內
�
・
外
�
・
雜
�
)

と
比

�
す
る
な
ら
ば
︑
崔
譔
本
と
向
秀
本
と
が
6
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
︑
�
數
の
點
の
み
か
ら
も
分
か
る
︒
ま
た
︑﹃
經
典
釋
�
﹄
莊
子
�
義
に

は
︑﹁
崔
向
永
和
中
本
﹂
な
る
本
が
複
數
囘
に
わ
た
り
引
用
さ
れ
て
お
り
︑
早
く
も
東
晉
時
代
の
永
和
年
閒

(三
四
五
-
三
五
四
)

に
は
崔
本
・
向

本
を
合
し
た
本
が
存
在
し
た
こ
と
が
分
か
る
が
︑
こ
こ
か
ら
も
兩
者
の
6
さ
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
な
お
︑
郭
象
本
は
向
秀
本
を
踏
ま
え

た
も
の
な
の
で

(後
営
)
︑
崔
譔
本
は
郭
象
本
の
祖
で
あ
る
と
も
言
え
る(6

)

︒

以
下
︑
そ
の
�
に
つ
き
︑
訓
詁
・
事
物
・
義
理
の
側
面
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
檢
討
す
る
︒
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(
一
)
訓
詁
の
�
︒
莊
子
�
義
に
引
く
崔
譔
�
は
四
七
七
條
に
:
ぶ
と
い
う
が(7

)

︑
そ
の
大
部
分
が
訓
詁
の
�
で
あ
る
︒

大
宗
師
�
の
﹁
翛

(
�
蕭
)

然
而
;
︑
翛
然
而
來
而
已
矣
﹂
の
﹁
翛
然
﹂
に
つ
い
て
︑
莊
子
�
義
は
﹁
向
云
︑
翛
然
︑
自
然
無
心
而
自
爾
之

謂
︒
郭
︑
崔
云
︑
;
來
不
難
之
貌
﹂
と
あ
る(8

)

︒
こ
の
﹁
翛
然
﹂
の
訓
詁
に
つ
い
て
︑
郭
象
は
向
秀
に
從
わ
ず
︑
崔
譔
に
從
っ
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
︒

養
生
�
�
の
﹁
緣﹅

督﹅

以
爲
經﹅

﹂
と
い
う
句
に
つ
い
て
︑
莊
子
�
義
は
﹁
李
云
︑
緣
︑
順
也
︒
督
︑
中
也
︒
經
︑
常
也
︒
郭
︑
崔
同
﹂
と
い
う

の
で
︑
こ
れ
は
も
と
も
と
崔
譔
說
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
郭
�
は
﹁
順
中
以
爲
常
也
﹂
と
し
て
お
り
︑
確
か
に
一
致
す
る(9

)

︒

た
だ
︑
郭
象
が
常
に
崔
譔
に
從
う
わ
け
で
は
な
く
︑
訓
詁
を
比
�
す
れ
ば
︑
ま
っ
た
く
衣
な
る
解
釋
も
多
い(10

)

︒

(
二
)
事
物
の
�
︒
例
え
ば
︑
大
宗
師
�
に
見
え
る
神
で
あ
る
﹁
禺
强
﹂
に
つ
い
て
︑﹁﹃
大
荒
經
﹄
曰
︑
北
海
之
神
︑
名
曰
禺
强
︑
靈
龜
爲

之
@
︒﹃
歸
藏
﹄
曰
︑
昔
穆
王
子
筮
卦
於
禺
强
﹂
と
︑
古
籍
を
引
用
し
て
事
柄
の
�
を
つ
け
て
い
る(11

)

︒
ま
た
︑
庚
桑
楚
�
の
﹁
是
三
者
雖
衣
︑

公
族
也
︑
昭
景
也
︑
著
戴
也
︑
甲
氏
也
︑
著
封
也
︑
非
一
也
﹂
の
一
�
は
︑
解
釋
が
分
か
れ
て
い
る
が

(﹃
莊
子
校
詮
﹄
に
諸
說
が
見
え
る
)
︑
崔
譔

は
﹁
昭
︑
景
二
姓
︑
楚
之
5
顯
戴
︑
皆
甲
姓
顯
封
︑
雖
非
一
姓
︑
同
出
公
族
︑
喩
死
生
同
也
﹂
と
解
釋
し
て
お
り

(少
な
く
と
も
︑
楚
の
貴
族
に

甲
氏
が
な
い
こ
と
を
知
っ
て
お
り
)
︑
楚
の
�
實
に
つ
い
て
一
定
の
理
解
が
あ
っ
た
も
の
ら
し
い
︒

(
三
)
義
理
の
�
︒
德
閏
符
�
と
大
宗
師
�

(い
ず
れ
も
內
�
)

の
�
題
に
︑
崔
譔
の
�
が
つ
い
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
�
目
さ
れ
る
︒
し
か

も
こ
れ
ら
の
�
は
︑
訓
詁
の
�
や
事
物
の
中
で
は
な
く
︑
�
名
に
卽
し
て
︑
B
家
の
タ
ー
ム
を
用
い
て
そ
の
�
の
大
*
を
鯵
C
に
解
說
し
た
も

の
で
︑
義
理
の
�
と
見
な
し
う
る(

12
)

︒

す
な
わ
ち
︑
德
閏
符
�
�
題
の
崔
譔
�
に
﹁
此
!
形
棄
知
︑
以
德
實
之
驗
也
﹂
と
あ
り

(莊
子
�
義
引
)
︑
郭
象
の
同
�
�
題
の
�
に
︑﹁
德
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閏
於
內
︑
物
應
於
外
︑
外
內
玄
合
︑
信
若
符
命
而
!
其
形
骸
也
﹂
と
あ
る
の
と
對
照
で
き
る(13

)

︒
ま
た
︑
大
宗
師
�
�
題
の
崔
譔
�
に
﹁
!
形
忘

生
︑
當
大
宗
此
法
也
﹂
と
あ
り

(莊
子
�
義
引
)
︑
郭
象
の
同
�
�
題
の
�
に
﹁
雖
天
地
之
大
︑
萬
物
之
富
︑
其
5
宗
而
師
者
無
心
也
﹂
と
あ
る

の
と
對
照
で
き
る
︒
大
宗
師
�
�
題
の
�
の
場
合
︑
崔
譔
は
修
養
の
立
場
か
ら
﹁
大
宗
師
﹂
を
解
釋
し
た
も
の
ら
し
く
︑
一
方
の
郭
象
は
萬
物

の
根
本
と
理
解
し
て
い
る
︒
兩
者
の
視
座
は
衣
な
り
︑
直
接
�
な
影
�
關
係
は
見
い
だ
せ
な
い
が
︑
�
名
を
義
理
に
よ
っ
て
解
釋
す
る
郭
象
の

方
法
が
︑
崔
譔
に
l
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
F
で
き
る
︒

ま
た
崔
譔
は
︑
班
固
の
﹃
莊
子
﹄
�
解
を
見
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
﹃
經
典
釋
�
﹄
か
ら
分
か
る(14

)

︒
こ
の
點
に
お
い
て
も
︑﹃
莊
子
﹄
�
釋

�
上
︑
崔
譔
�
は
特
色
あ
る
�
釋
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
︒

第
二
1

向
秀
の
﹃
莊
子
﹄
�

向
秀
は
﹃
晉
書
﹄
卷
四
十
九
に
本
傳
が
立
て
ら
れ
て
い
る
が
︑
生
沒
年
は
'
確
で
は
な
い
︒
G
H
關
係
か
ら
見
て
︑
お
よ
そ
︑
二
二
〇
年
代

に
生
ま
れ
て
西
晉
以
後
も
活
I
し
た
人
物
で
あ
る(15

)

︒
そ
の
﹃
莊
子
﹄
�
釋
に
つ
い
て
は
︑
本
傳
に
﹁
莊
周
著
內
外
數
十
�
︑
歷
世
才
士
雖
2
觀

者
︑
莫
L
論
其
旨
瓜
也
︑
秀
乃
爲
之
隱
解
︑
發
'
奇
趣
︑
振
M
玄
風
︑
讀
之
者
超
然
心
悟
︑
莫
不
自
足
一
時
也
﹂
と
見
え
て
い
る
が(16

)

︑
﹃
世
說

怨
語
﹄
�
學
�
に
見
え
る
N
の
記
事
は
と
り
わ
け
2
名
な
も
の
で
あ
る(17

)

︒

初
︑
�
﹃
莊
子
﹄
者
數
十
家
︑
莫
能
究
其
旨
O
︒
向
秀
於
舊
�
外
爲
解
義
︑
妙
析
奇
致
︑
大
暢
玄
風
︒
唯
﹁
秋
水
﹂
︑﹁
至
樂
﹂
二
�
未

悦
而
秀
卒
︒
秀
子
幼
︑
義
P
零
落
︑
然
Q
2
別
本
︒
郭
象
者
︑
爲
人
R
行
︑
2
俊
才
︒
見
秀
義
不
傳
於
世
︑
P
竊
以
爲
己
�
︒
乃
自
�
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﹁
秋
水
﹂︑﹁
至
樂
﹂
二
�
︑
印
易
﹁
馬
蹄
﹂
一
�
︑
其
餘
衆
�
︑
或
定
點
�
句
而
已
︒
後
秀
義
別
本
出
︑
故
今
2
向
︑
郭
二
莊
︑
其
義
一

也
︒も

と
も
と
︑﹃
莊
子
﹄
を
�
釋
し
た
人
は
數
十
家
も
あ
っ
た
が
︑
そ
の
書
の
O
點
を
究
め
る
こ
と
が
で
き
ず
に
い
た
︒
そ
こ
で
向
秀
は
︑

そ
れ
ま
で
の
�
釋
を
超
え
て
解
釋
を
な
し
︑
そ
れ
は
た
く
み
に
分
析
し
た
見
事
な
も
の
で
︑
大
い
に

(﹃
莊
子
﹄
の
)

玄
妙
な
氣
風
を
發
揮

し
た
︒
た
だ
︑﹁
秋
水
﹂﹁
至
樂
﹂
の
二
�
に
�
を
つ
け
T
え
な
い
う
ち
に
向
秀
は
3
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
︒
向
秀
の
息
子
は
幼
か
っ
た
た

め
︑
そ
の
解
釋
は
そ
の
ま
ま
埋
も
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
が
︑
そ
れ
で
も
別
本
が
あ
っ
て
傳
え
ら
れ
た
︒
郭
象
と
い
う
人
が
お
り
︑
人

物
は
輕
R
で
も
才
能
が
あ
っ
た
︒
向
秀
の
解
釋
が
世
に
傳
え
ら
れ
て
い
な
い
と
見
る
や
︑
そ
の
ま
ま
そ
れ
を
盜
み
取
っ
て
自
分
の
�
に
し

て
し
ま
っ
た
︒
そ
こ
で
自
分
で
﹁
秋
水
﹂﹁
至
樂
﹂
の
二
�
に
�
を
つ
け
︑
さ
ら
に
﹁
馬
蹄
﹂
�
の
�
を
取
り
替
え
た
の
だ
が
︑
そ
れ
以

外
の
�
に
つ
い
て
は
︑
字
句
を
手
直
し
し
た
ば
か
り
の
部
分
も
あ
っ
た
︒
後
に
な
っ
て
向
秀
の
解
釋
の
別
本
が
出
現
し
た
の
で
︑
現
在
︑

向
秀
と
郭
象
︑
二
つ
の
﹃
莊
子
﹄
が
あ
る
が
︑
(兩
者
の
)

解
釋
は
同
一
な
の
で
あ
る
︒

こ
の
記
事
に
つ
い
て
は
歷
代
︑
長
い
議
論
が
あ
る
︒﹃
四
庫
�
書
總
目
提
O
﹄
は
︑
現
存
の
郭
象
�
と
向
秀
�
の
佚
�
と
を
詳
し
く
比
�
し

て
い
る
︒
例
え
ば
︑﹃
列
子
﹄
黃
V
�
の
﹁
列
子
問
關
尹
曰
︑
至
人
潛
行
不
空
﹂
か
ら
始
ま
る
一
違
は
︑﹃
莊
子
﹄
W
生
�
の
一
違
と
同
內
容
で

あ
り
︑﹃
列
子
﹄
の
張
湛
�

(東
晉
)

に
は
︑
向
秀
�
・
郭
象
�
の
兩
方
を
多
く
引
用
し
て
い
る
が
︑
兩
者
の
比
�
を
�
じ
て
提
O
は
﹁
5
謂

竊
據
向
書
︑
點
定
�
句
者
︑
殆
非
無
證
﹂
と
結
論
し
て
い
る
︒
現
代
に
お
い
て
は
︑
福
永
光
司
︑
王
利
器
ら
に
專
論
が
あ
る(18

)

︒
こ
れ
ら
の
先
行

硏
究
に
怨
た
な
見
解
を
つ
け
加
え
る
こ
と
は
難
し
い
が
︑
郭
象
�
が
向
秀
�
を
踏
襲
し
た
面
が
大
き
い
が
︑
し
か
し
な
が
ら
︑
剽
竊
と
ま
で
は

Z
價
で
き
な
い
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
確
F
し
て
お
き
た
い(19

)

︒
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ま
た

営
の
�
り
︑
向
秀
の
﹃
莊
子
﹄
�
解
は
︑﹁
(向
秀
)

聊
應
崔
譔
5
�
︑
以
備
!
忘
云
﹂
(﹃
向
秀
別
傳
﹄
)

と
︑
崔
譔
�
本
を
基
礎
と
す

る
も
の
で
あ
り
︑
ま
た
東
晉
の
永
和
年
閒
に
は
す
で
に
崔
譔
本
と
向
秀
本
を
合
寫
し
た
も
の
で
あ
る
ら
し
い
﹁
崔
向
永
和
中
本
﹂
な
る
本
が
存

在
し
て
お
り

(莊
子
�
義
)
︑
兩
者
の
6
さ
を
示
す
も
の
で
あ
る
︒

そ
の
*
味
で
は
︑﹃
莊
子
﹄
の
本
�
の
繼
承
關
係
を
考
え
る
際
︑
崔
譔
本
か
ら
向
秀
本
へ
︑
向
秀
本
か
ら
郭
象
本
へ
と
い
う
︑
直
線
�
な
液

れ
を
假
に
想
定
す
る
こ
と
も
︑
あ
る
�
度
は
2
效
で
あ
ろ
う
︒
な
お
︑
莊
子
�
義
に
引
か
れ
る
向
秀
の
說
は
︑
一
六
八
條
で
あ
る
と
い
う(20

)

︒

(
一
)
訓
詁
の
�
︒
向
秀
の
�
自
體
︑
多
く
殘
っ
て
い
る
わ
け
で
な
い
の
で
︑
獨
自
の
傾
向
性
を
把
握
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
が
︑
例
え
ば

齊
物
論
�
の
﹁
而
獨
不
見
之
\
\
︑
之
刀
刀(21

)

﹂
に
つ
い
て
︑﹁
\
\
︑
刀
刀
︑
皆
動
搖
貌
﹂
と
�
し
て
い
る
︒
郭
象
�
も
こ
れ
と
同
じ
で
あ
る

の
で
︑
こ
う
い
っ
た
部
分
は
︑
向
�
が
郭
�
の
も
と
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
ま
た
同
樣
に
︑
德
閏
符
�
の
﹁
魯
2
兀
者
叔
山
无
趾
︑

踵﹅

見
仲
尼
﹂
に
つ
け
ら
れ
た
︑﹁
踵
︑
頻
也
﹂
と
い
う
向
秀
の
訓
詁
も
︑
郭
�
に
]
用
さ
れ
て
い
る
︒
郭
象
の
訓
詁
�
な
理
解
に
︑
あ
る
�
度

の
影
�
を
與
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
現
在
傳
わ
っ
て
い
る
郭
象
�
の
訓
詁
の
水
準
が
高
い
こ
と
を
考
え
る
と
︑
向
秀
�
の
水
準
も
高
か
っ

た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
が
︑
"
料
が
ま
っ
た
く
不
足
し
て
い
る
の
は
殘
念
で
あ
る
︒

(
二
)
事
物
の
�
︒
向
秀
�
に
は
い
く
ら
か
事
物
に
關
す
る
�
が
あ
っ
た
ら
し
い
︒
例
え
ば
︑
養
生
�
�
の
﹁
合
於
桑
林
之
舞
︑
乃
中
經﹅

首﹅

之
會
﹂
に
つ
い
て
は
莊
子
�
義
に
﹁
向
︑
司
馬
云
︑

(經
首
︑
)

咸
池
樂
違
也
﹂
と
見
え
て
お
り
︑
ま
た
天
下
�
の
﹁
以
巨﹅

(向
本
作
﹁
鉅
﹂
)

子﹅

爲
^
人
﹂
に
つ
い
て
︑﹁
墨
家
號
其
B
理
成
者
爲
鉅
子
︑
若
儒
家
之
碩
儒
﹂
と
い
っ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
語
に
つ
い
て
︑
郭
象
は
何
も
解
釋
を

加
え
て
い
な
い
︒
事
物
の
�
に
冷
淡
で
あ
っ
た
郭
象
と
比
�
す
れ
ば
︑
向
秀
は
事
物
の
�
を
`
け
て
い
な
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
︒
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(
三
)
義
理
の
�
︒
義
理
の
�
に
關
し
て
は
︑
先
営
の
�
り
︑
多
く
の
學
者
が
檢
討
を
加
え
て
お
り
︑
向
秀
�
に
は
︑
郭
象
�
の
基
礎
と
な

る
よ
う
な
內
容
が
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
︒
た
だ
︑
兩
者
が
一
致
し
な
い
場
合
も
多
く
︑
郭
象
が
底
本
を
變
b
し
た
例
︑
說
の
內
容
を
變
b

し
た
例
も
多
い
︒
向
秀
自
身
の
義
理
の
�
が
傳
わ
っ
た
も
の
は
︑
上
営
の
﹃
列
子
﹄
黃
V
�
の
張
湛
�
に
引
か
れ
た
も
の
を
除
け
ば
多
く
は
な

い
︒一

言
し
て
お
き
た
い
の
は
︑
向
秀
が
︑
以
下
に
見
る
司
馬
彪
の
�
釋
を
見
て
い
た
可
能
性
に
つ
い
て
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
莊
子
�
義
に
は
︑

向
秀
の
引
用
と
し
て
﹁
馬
氏
作
某
﹂
﹁
馬
氏
�
某
﹂
な
ど
と
い
っ
て
い
る(22

)

︒
こ
れ
が
も
し
向
秀
自
身
の
�
で
あ
る
F
め
ら
れ
る
な
ら
ば(23

)

︑
か
つ

こ
の
﹁
馬
氏
﹂
が
司
馬
彪
を
指
す
と
す
れ
ば(24

)

︑
向
秀
は
司
馬
彪
�
本
を
參
照
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
︑
た
と
え
ば
司
馬
彪
說
と
郭
象
說
と
が
一

致
し
て
い
る
場
合
︑
向
秀
を
經
由
し
た
可
能
性
を
考
慮
す
る
必
O
が
あ
ろ
う
︒

第
三
1

司
馬
彪
の
﹃
莊
子
﹄
�

司
馬
彪
は
晉
の
宗
室
に
連
な
る
人
物
で
あ
っ
た
が
︑
素
行
に
問
題
が
あ
り
︑
父
の
高
陽
王
︑
司
馬
睦
か
ら
廢
嫡
さ
れ
︑
そ
れ
以
後
︑
﹁
由
此

不
G
人
事
︑
而
專
精
學
d
︑
故
得
e
覽
羣
籍
︑
T
其
綴
集
之
務
﹂
と
︑
學
問
に
專
念
し
た(25

)

︒
生
沒
年
は
未
詳
で
あ
る
が
︑﹃
晉
書
﹄
の
本
傳
に

﹁
惠
V
末
年
卒
︑
時
年
六
十
餘
﹂
と
あ
る
の
で
︑
二
四
〇
年

後
に
生
ま
れ
︑
四
世
紀
初
頭
に
沒
し
た
ら
し
い
︒

な
お
︑
莊
子
�
義
に
引
く
司
馬
彪
の
說
は
︑
七
五
七
條
に
:
ぶ
と
い
い(26

)

︑
莊
子
�
義
5
引
の
說
の
中
で
は
�
多
で
あ
り
︑
ま
た
そ
れ
以
外
の

古
籍
に
も
引
用
さ
れ
て
お
り
︑
輯
本
も
あ
る(27

)

︒
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(
一
)
訓
詁
の
�
︒
養
生
�
�
の
﹁
緣
督﹅

以
爲
經
﹂
に
つ
い
て
︑
郭
�
は
﹁
順
中﹅

以
爲
常
也
﹂
と
解
釋
し
て
い
る
︒
莊
子
�
義
は
こ
の
部
分
︑

﹁
李
云
︑
緣
︑
順
也
︒
督
︑
中
也
︒
經
︑
常
也
︒
郭
︑
崔
同
﹂
と
す
る
︒
一
方
︑
司
馬
彪
の
說
は

(莊
子
�
義
に
は
な
い
が
)
︑
左
思
﹁
魏
都
賦
﹂

の
�
に
﹁
緣
︑
順
也
︒
督
︑
中
也
︒
順
守
B
中
︑
以
爲
常
也
﹂
と
見
え
て
い
る(28

)

︒
こ
う
し
て
み
る
と
︑﹁
督
﹂
を
﹁
中
﹂
と
訓
じ
︑﹁
經
﹂
を

﹁
常
﹂
と
訓
ず
る
の
は
︑
崔
譔
に
は
じ
ま
り
︑
司
馬
彪
も
郭
象
も
そ
れ
に
從
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
︒

天
g
�
の
﹁
仁
義
︑
先
王
之
蘧﹅

廬﹅

也
﹂
を
︑
司
馬
彪
は
﹁
蘧
廬
︑
Q
傳
舍
也
﹂
と
�
し
︑
郭
象
も
同
じ
解
釋
を
施
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑

﹁
蘧
﹂
を
﹁
遽
﹂
の
假
借
で
あ
り
︑
﹃
說
�
解
字
﹄
の
﹁
遽
︑
傳
也
﹂
の
訓
と
合
致
す
る
︑
と
孫
詒
讓
は
い
う(

29
)

︒

(
二
)
事
物
の
�
︒
人
名
・
地
名
な
ど
の
固
2
名
詞
を
含
む
︑
も
の
や
事
柄
の
�
︑
そ
し
て
名
物
�
な
�
は
︑
一
般
�
に
言
っ
て
漢
魏
の
�

釋
家
の
重
O
な
關
心
事
で
あ
っ
た
が
︑
﹃
莊
子
﹄
の
�
釋
�
に
限
れ
ば
︑
そ
れ
ほ
ど
重
視
さ
れ
た
と
は
言
え
な
い
︒
特
に
︑
後
営
す
る
�
り
︑

郭
象
は
事
物
に
つ
い
て
は
極
め
て
無
關
心
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
な
が
ら
司
馬
彪
は
そ
う
い
う
氣
風
の
中
に
あ
り
な
が
ら
︑﹃
續
漢
書
﹄
を
著
営

し(
30
)

︑
ま
た
譙
周
﹃
古
�
考
﹄
を
補
訂
し
た
ほ
ど
の
歷
�
家
で
あ
っ
た
の
で(31

)

︑﹃
莊
子
﹄
に
見
え
る
古
代
の
事
物
に
も
强
い
關
心
を
i
い
て
い
た
︒

事
物
の
中
で
も
人
名
・
地
名
な
ど
の
固
2
名
詞
の
�
が
と
り
わ
け
詳
細
で
あ
る
こ
と
に
特
j
が
あ
る
︒
以
下
の
例
は
︑
田
子
方
�
の
﹁
莊
子

見
魯
哀
公
﹂
に
對
し
て
つ
け
ら
れ
た
司
馬
彪
�
で
あ
る
︒

莊
子
與
魏
惠
王
︑
齊
威
王
同
時
︑
在
哀
公
後
百
二
十
年
︒

莊
子
が
生
き
た
の
は
︑
魏
の
惠
王

(在
位
︑

三
六
九
〜
三
一
九
)
︑
齊
の
威
王

(在
位
︑

三
五
六
〜
三
二
〇
)

の
頃
で
あ
っ
た
と
い
う
の
が
司

馬
彪
說
で
あ
る
が
︑
そ
れ
は
︑
魯
の
哀
公

(在
位
︑

四
九
四
〜
四
六
八
)

の
時
代
よ
り
も
百
二
十
年
後
の
こ
と
だ
と
い
う
指
摘
で
あ
る
︒
莊
子
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が
魯
の
哀
公
に
面
會
し
た
と
傳
え
る
﹃
莊
子
﹄
の
こ
の
違
の
虛
m
性
を
言
う
も
の
で
あ
ろ
う
︒
古
代
の
歷
�
に
强
い
關
心
を
持
ち
︑
時
閒
軸
に

敏
感
で
あ
っ
た
司
馬
彪
ら
し
い
�
釋
と
い
え
よ
う(32

)

︒

同
樣
に
︑
說
劍
�
の
﹁
昔
趙
�
王
喜
劍
﹂
に
對
し
て
︑
司
馬
彪
は
N
の
よ
う
に
�
し
て
い
る
︒

惠
�
王
也
︑
名
何
︑
武
靈
王
子
︑
後
莊
子
三
百
五
十
年
︒﹃
洞
紀
﹄
云
︑﹁
周
赧
王
十
七
年
︑
趙
惠
�
王
之
元
年
﹂︒

司
馬
彪
の
依
據
し
た
﹃
洞
紀
﹄
に
據
る
と
し
て
も
︑
趙
の
惠
�
王
が
卽
位
し
た
の
は
紀
元

二
九
八
年
に
當
た
り(33

)

︑
莊
子
よ
り
﹁
三
百
五
十

年
﹂
も
後
の
人
と
い
う
の
は
あ
り
え
ず
︑
﹃
經
典
釋
�
﹄
が
こ
れ
に
續
け
て
﹁
一
云
︑
案
﹃
長
曆
﹄
推
惠
�
王
與
莊
子
相
值
︑
恐
彪
之
言
4
﹂

と
付
け
加
え
︑
司
馬
彪
の
4
謬
を
指
摘
す
る
說
を
紹
介
し
た
の
は
も
っ
と
も
で
あ
る
が
︑﹁
三
百
五
十
﹂
の
數
字
に
傳
寫
の
4
り
が
あ
る
可
能

性
も
あ
ろ
う
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
司
馬
彪
は
︑
莊
子
が
趙
の
惠
�
王
に
會
い
に
行
っ
た
と
傳
え
る
﹃
莊
子
﹄
の
こ
の
違
の
�
實
性
を
疑
っ
て
こ
の

よ
う
に
�
釋
し
た
も
の
で
あ
る
︒

固
2
名
詞
で
は
な
く
︑
名
物
の
�
も
あ
る
︒
齊
物
論
�
の
﹁
猨
︑
猵
狙
以
爲
雌
﹂
に
對
し
︑
崔
譔
は
﹁
猵
狙
︑
一
名
獦
牂
︑
其
雄
憙
與
猨
雌

爲
牝
牡
﹂
と
い
い
︑
司
馬
彪
は
﹁
狙
︑
一
名
獦
牂
︑
似
猨
而
狗
頭
︑
憙
與
雌
猨
G
也
﹂
と
い
う
︒
說
が
相
當
に
6
似
し
て
い
る
の
で
︑
司
馬
彪

が
崔
譔
�
を
參
考
に
し
た
可
能
性
は
あ
ろ
う
︒

ま
た
︑
W
生
�
﹁
桓
公
田
於
澤
管
仲
御
見
鬼
焉
﹂
違
に
見
え
る
︑﹁
漏
﹂﹁
髻
﹂﹁
倍
阿
﹂﹁
鮭
蠪
﹂
な
ど
の
鬼
神
の
名
稱
に
つ
い
て
も
︑
司
馬

彪
は
そ
れ
ぞ
れ
詳
し
い
�
を
つ
け
て
い
る

(莊
子
�
義
)
︒
そ
れ
以
外
に
も
︑
則
陽
�
の
﹁
犀
首
﹂
に
つ
い
て
︑
魏
の
官
職
で
あ
る
こ
と
の
み
な

ら
ず
﹁
若
今
虎
牙
將
軍
︒
公
孫
衍
爲
此
官
﹂
な
ど
と
說
'
し
て
お
り(34

)

︑
制
度
の
說
'
に
も
�
慮
が
あ
る(35

)

︒
ま
た
︑
天
下
�
に
惠
施
を
Z
し
て

﹁
至
大
無
外
﹂
以
下
︑
名
家
の
命
題
を
列
記
す
る
が
︑
そ
れ
ら
を
詳
p
す
る
の
も
司
馬
I
の
特
j
で
あ
る
︒
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(
三
)
義
理
の
�
︒
郭
象
の
場
合
︑
內
�
の
各
�
に
�
題
の
�
が
つ
い
て
お
り
︑
そ
の
*
義
に
つ
い
て
か
つ
て
営
べ
た
こ
と
が
あ
る
が(36

)

︑
司

馬
彪
に
も
そ
の
形
跡
が
あ
る
の
は
�
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
潘
岳
﹁
秋
興
賦
﹂
(﹃
�
q
﹄
卷
十
三
)

の
﹁
逍
遙
乎
山
川
之
阿
︑
放

曠
乎
人
閒
之
世
﹂
に
對
す
る
李
善
�
に
N
の
よ
う
に
あ
る
︒

『莊
子
﹄
2
﹁
逍
遙
H
﹂
�
︑
司
馬
彪
曰
︑﹁
言﹅

逍﹅

遙﹅

無﹅

爲﹅

者﹅

︑
能﹅

游﹅

大﹅

B﹅

也﹅

﹂︒
印
2
﹁
人
閒
世
﹂
�
︑
司
馬
彪
曰
︑﹁
言﹅

處﹅

人﹅

閒﹅

之﹅

宜﹅

︑

居﹅

亂﹅

世﹅

之﹅

理﹅

︑
與﹅

人﹅

群﹅

者﹅

︑
不﹅

得﹅

離﹅

人﹅

︒
然﹅

人﹅

閒﹅

之﹅

事﹅

︑
故﹅

世﹅

世﹅

衣﹅

宜﹅

︑
唯﹅

無﹅

心﹅

而﹅

不﹅

自﹅

用﹅

者﹅

︑
爲﹅

能﹅

唯﹅

變﹅

5﹅

L﹅

而﹅

何﹅

足﹅

纍﹅

﹂
︒

周
知
の
�
り
︑﹃
莊
子
﹄
內
�
は
そ
れ
ぞ
れ
三
字
の
�
名
を
持
つ
が
︑
司
馬
彪
�
は
︑
そ
の
三
字
を
う
ま
く
取
り
入
れ
つ
つ
�
の
大
*
を
解

い
て
お
り
︑
こ
れ
は
こ
の
�
が
義
理
�
な
解
釋
*
圖
を
2
す
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る(37

)

︒
な
お
︑
外
�
の
騈
拇
�
の
�
題
�
の
可
能
性
が
あ

る
�(

38
)

︑
雜
�
の
外
物
�
の
�
題
�
の
可
能
性
が
あ
る
�
の
佚
�
が
そ
れ
ぞ
れ
存
在
す
る
が(39

)

︑
お
そ
ら
く
�
題
の
�
で
は
な
く
正
�
の
�
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
の
で
︑
こ
れ
以
上
は
論
じ
な
い
︒

ま
た
︑
謝
靈
g
﹁
入
華
子
崗
是
u
源
第
三
谷
﹂
(﹃
�
q
﹄
卷
二
十
六
)
﹁
且
申
獨
;
*
︑
乘
v
弄
潺
湲
﹂
の
李
善
�
に
︑﹁
淮
南
王
莊
子
略
O
﹂

な
る
�
獻
の
一
�
﹁
江
海
之
士
︑
山
谷
之
人
︑
輕
天
下
︑
細
萬
物
︑
而
獨﹅

;﹅

者
也
﹂
を
引
き
︑
さ
ら
に
そ
の
司
馬
彪
の
�
を
引
用
し
︑﹁
獨
;
︑

任
自
然
︑
不
復
w
世
也
﹂
と
い
う(

40
)

︒
こ
の
﹁
淮
南
王
莊
子
略
O
﹂
の
內
容
に
つ
い
て
は
未
詳
で
︑
王
叔
岷
は
﹃
莊
子
﹄
の
一
�
で
は
な
く
﹃
淮

南
外
書
﹄
の
逸
�
で
あ
る
と
い
う
が(41

)

︑
少
な
く
と
も
︑
司
馬
彪
が
書
い
た
�
釋
で
あ
る
こ
と
は
閒
y
い
な
い
︒﹁
獨
;
﹂
と
い
う
B
家
の
タ
ー

ム
を
解
釋
し
て
︑﹁
任
自
然
﹂
と
言
っ
て
お
り
︑
こ
こ
に
も
司
馬
彪
�
の
﹁
義
理
﹂
�
な
傾
向
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
︒
司
馬
彪
本
の

﹃
莊
子
﹄
な
ら
び
に
そ
の
�
解
は
︑
郭
象
の
重
O
な
據
り
ど
こ
ろ
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
︒
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第
四
1

郭
象
�
の
獨
自
性

郭
象
は
﹃
晉
書
﹄
卷
五
十
に
立
傳
さ
れ
て
い
る
が
︑
生
沒
年
に
つ
い
て
は
た
だ
﹁
永
嘉
末
病
卒
﹂
と
記
す
だ
け
で
︑
特
に
生
年
に
つ
い
て
議

論
が
あ
る
︒
本
稿
で
は
王
曉
毅
の
說
に
從
い
︑
二
六
〇
年
代
の
中
頃
に
生
ま
れ
︑
三
一
一
年
に
沒
し
た
と
想
定
し
て
お
く(42

)

︒

郭
象
の
﹃
莊
子
﹄
�
解
の
�
大
の
特
色
は
︑
本
稿
に
い
う
と
こ
ろ
の
﹁
事
物
の
�
﹂
を
闕
く
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
︒
逍
遙
H
�
冒
頭
に
見

え
る
z
や
鯤
に
つ
い
て
︑
郭
象
が
﹁
z
鯤
之
實
︑
吾
5
未
詳
也
﹂
と
そ
っ
け
な
く
言
い
放
っ
た
こ
と
は
︑
そ
れ
を
端
�
に
表
現
す
る
も
の
で
あ

り
︑
お
そ
ら
く
︑
事
物

︱
︱
特
に
固
2
名
詞
︱
︱

に
詳
し
い
司
馬
彪
�
な
ど
を
念
頭
に
置
き
︑
そ
れ
と
の
懸
{
を
强
\
し
た
も
の
で
あ
ろ

う
と
考
え
る
︒﹁
吾
﹂
と
い
う
語
を
含
む
こ
の
部
分
は
︑
お
そ
ら
く
向
秀
を
繼
承
し
た
も
の
で
は
な
く
︑
郭
象
み
ず
か
ら
の
言
葉
で
あ
る
と
考

え
ら
れ(

43
)

︑
郭
象
玄
學
の
原
點
と
も
な
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒

ま
た
例
え
ば

営
の
よ
う
に
︑
齊
物
論
�
の
﹁
猨
︑
猵
狙
以
爲
雌
﹂
に
對
し
て
︑
司
馬
彪
は
﹁
狙
︑
一
名
獦
牂
︑
似
猨
而
狗
頭
︑
憙
與
雌
猨

G
也
﹂
と
い
い
︑
崔
譔
は
﹁
猵
狙
︑
一
名
獦
牂
︑
其
雄
憙
與
猨
雌
爲
牝
牡
﹂
と
い
っ
て
名
物
の
�
を
つ
け
︑
向
秀
は
﹁
猵
狙
以
猨
爲
雌
也
﹂
と

�
義
を
說
く
︒
し
か
し
郭
象
は
︑
こ
の
サ
ル
の
仲
閒
に
つ
い
て
は
何
も
言
わ
ず
︑
た
だ
﹁
此
略
舉
四
者
︑
以
'
天
下
5
好
之
不
同
也
﹂
と
段
落

の
大
義
を
示
す
の
み
で
あ
る
︒
か
く
事
物
に
關
す
る
�
が
ま
こ
と
に
冷
淡
で
あ
る
と
こ
ろ
に
︑
郭
象
の
特
j
の
ひ
と
つ
が
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
見
る
と
︑
郭
象
の
﹃
莊
子
﹄
�
釋
に
は
︑
訓
詁
の
�
︑
義
理
の
�
の
二
つ
の
側
面
は
あ
る
が
︑
事
物
の
�
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と

言
っ
て
よ
い
︒
そ
の
二
つ
の
う
ち
︑
郭
�
は
義
理
の
�
︑
す
な
わ
ち
玄
學
を
傳
え
る
�
と
し
て
の
性
格
が
	
っ
て
お
り
︑
訓
詁
の
�
は
多
く
な

い
と
見
ら
れ
て
お
り
︑
郭
象
�
の
訓
詁
に
關
す
る
論
�
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
︑
郭
象
は
訓
詁
に
つ
い
て
は
先
行
の
�
を
繼
承
し
て
お
り
︑
そ
れ

の
み
な
ら
ず
︑
獨
自
の
訓
詁
の
水
準
を
具
え
た
も
の
で
も
あ
る
︒
上
営
の
�
り
︑
郭
象
の
訓
詁
は
︑
崔
譔
・
向
秀
・
司
馬
彪
の
訓
詁
を
そ
れ
ぞ
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れ
踏
ま
え
た
形
跡
が
あ
り
︑
特
に
︑
向
秀
と
の
直
接
�
な
關
係
は
無
視
で
き
な
い
の
だ
が
︑
向
秀
の
訓
詁
の
佚
�
が
あ
ま
り
に
も
少
な
い
と
い

う
"
料
上
の
制
#
が
あ
り
︑
そ
れ
以
上
は
考
究
で
き
な
い
の
で
︑
い
ま
郭
象
�
に
卽
し
て
考
察
す
る
も
の
と
す
る
︒
以
下
︑
郭
象
の
訓
詁
を
い

く
つ
か
舉
例
す
る
︒

大
宗
師
�
の
﹁
已
外
生
矣
︑
而
後
能
|﹅

園﹅

﹂
に
見
え
る
﹁
|
園
﹂
の
語
に
つ
き
︑﹁
豁
然
無
滯
︑
見
機
而
作
︑
斯
|
園
也
﹂
と
い
う
釋
す
る

郭
象
を
︑
兪
樾
は
﹁
早
W

(瞬
時
に
本
質
に
W
す
る
)
﹂
と
解
釋
し
た
も
の
と
み
な
し
︑﹁
得
其
義
﹂
と
}
定
し
て
い
る

(﹃
諸
子
~
議
﹄
)
︒

騈
拇
�
﹁
而
敝
跬
譽
無
用
之
言
非
乎
﹂
の
﹁
敝
跬
﹂
は
難
語
で
あ
る
が
︑
莊
子
�
義
に
引
く
郭
象
�
で
は(44

)

︑﹁
敝
﹂
を
﹁
父
結
反
﹂
と
讀
み
︑

﹁
跬
﹂
を
﹁
�
�
﹂
と
讀
ん
だ(

45
)

︒
孫
詒
讓
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
讀
み
は
崔
譔
・
向
秀
・
司
馬
彪
ら
の
說
と
衣
な
り
︑
こ
の
語
を
﹁
蹩
躠
﹂
(努
力
す

る
さ
ま
)

と
讀
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
い
う(46

)

︒
こ
れ
は
︑
諸
家
と
は
衣
な
る
︑
郭
象
獨
自
の
理
解
で
あ
る
︒

ま
た
︑
養
生
�
�
に
﹁
天
之
生
是
@
獨
也
︑
人
之
貌
2﹅

與﹅

也
﹂
と
あ
り
︑
郭
象
は
後
の
句
に
つ
い
て
﹁
兩
足
共
行
曰
2
與
﹂
と
�
し
て
い
る
︒

こ
れ
は
思
い
つ
き
の
說
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
︑
王
叔
岷
は
﹃
愼
子
﹄
(﹃
群
書
治
O
﹄
5
引
)

に
も
﹁
與
﹂
と
﹁
獨
﹂
と
の
對
が
あ
る
こ
と
を
根

據
と
し
て
︑
郭
象
を
是
と
し
て
い
る(47

)

︒

齊
物
論
の
﹁
是
其
言
也
︑
其
名
爲
弔﹅

詭﹅

﹂
に
つ
い
て
︑
郭
象
は
﹁
夫
非
常
之
談
︑
故
非
常
人
之
5
知
︑
故
謂
之
弔﹅

當﹅

卓﹅

詭﹅

︑
而
不
識
其
懸

解
﹂
と
說
い
た
︒﹁
弔
詭
﹂
を
﹁
弔
當
卓
詭
﹂
と
解
釋
し
た
も
の
だ
が
︑
違
炳
麟
の
說
を
參
考
に
す
れ
ば
︑
郭
象
の
﹁
弔
當
﹂
は
﹁
俶
儅

(卓

越
非
凡
の
*
)
﹂
の
�
假
で
︑﹁
卓
詭
﹂
は
﹁
倬
詭

(奇
特
の
*
)
﹂
の
�
假
と
考
え
ら
れ
る(48

)

︒
�
體
と
し
て
郭
象
が
言
わ
ん
と
す
る
の
は
︑﹁
長
梧

子
の
語
っ
た
こ
と
は
�
常
の
言
葉
で
は
な
い
か
ら
︑
常
人
に
は
分
か
ら
ず
︑
常
人
は
そ
れ
を
非
凡
な
言
葉
だ
と
感
心
し
は
す
る
も
の
の
︑
惑
い

を
解
く
も
の
だ
と
は
知
ら
な
い
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う(49

)

︒

德
閏
符
�
の
︑
王
駘
を
褒
め
る
孔
子
の
こ
と
ば
︑﹁
奚﹅

假﹅

魯
國
﹂
に
つ
い
て
︑
郭
象
は
�
�
を
く
ん
で
︑﹁
與
物
冥
者
︑
天
下
之
5
不
能
�
︑

奚﹅

但﹅

一
國
而
已
哉
﹂
と
釋
し
て
い
る
︒
�
目
し
た
い
の
は
︑﹁
奚
假
﹂
を
郭
象
が
﹁
奚
但
﹂
と
解
釋
し
た
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
郭
�
は
︑
裴
學
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海
﹃
古
書
虛
字
集
釋
﹄
に
も
正
解
と
し
て
]
用
さ
れ
て
お
り
︑﹁
奚
假
﹂
(﹁
奚
暇
﹂
)

は
﹁
奚
但
﹂
と
同
義
と
さ
れ
て
い
る
︒
郭
象
の
古
書
讀
解

の
精
密
さ
を
示
す
一
例
で
あ
ろ
う
︒
な
お
︑
成
玄
英
が
﹁
何﹅

但﹅

假﹅

藉﹅

魯
之
一
邦
耶
﹂
と
し
た
の
は
︑
ど
う
や
ら
郭
象
の
*
圖
を
取
り
y
え
た
も

の
ら
し
く
︑
少
な
く
と
も
郭
象
を
正
確
に
�
衍
し
た
も
の
で
は
な
い
︒

以
上
は
訓
詁
に
關
わ
る
こ
と
で
あ
る
が
︑
訓
詁
か
ら
は
じ
ま
っ
て
大
義
の
�
に
ま
で
な
っ
て
い
る
例
も
あ
る
︒
齊
物
論
�
の
﹁
夫
大﹅

塊﹅

噫
氣
︑

其
名
爲
風
﹂
の
﹁
大
塊
﹂
と
は
何
か
︒
莊
子
�
義
に
よ
る
と
︑
郭
象
以

に
︑
司
馬
彪
が
﹁
大
朴
之
貌
﹂
と
い
う
が
︑
し
か
し
他
の
"
料
に
よ

る
と
こ
の
部
分
の
司
馬
彪
�
は
﹁
大
塊
︑
謂
天
也
﹂
で
あ
っ
た
と
も
い
う(50

)

︒
郭
象
�
は
N
の
よ
う
に
い
う
︒

大
塊
者
︑
無
物
也
︒
夫
噫
氣
者
︑
豈
2
物
哉
︒
氣
塊
然
而
自
噫
耳
︒
物
之
生
也
︑
莫
不
塊
然
而
自
生
︑
則
塊
然
之
體
大
矣
︑
故
P
以
大

塊
爲
名
︒

｢大
塊
﹂
と
は
﹁
大
い
な
る
︑
塊
然
た
る
も
の
﹂
で
︑
そ
れ
は
﹁
存
在
し
な
い
物
﹂
で
あ
り
︑
萬
物
は
﹁
塊
然
﹂
と(51

)

︑
そ
し
て
﹁
お
の
ず
か

ら
生
ず
る
﹂
と
︑
そ
の
よ
う
に
郭
象
は
考
え
る
︒
こ
う
い
っ
た
郭
象
の
﹃
莊
子
﹄
理
解
に
つ
い
て
︑
兪
樾
は
﹁
失
其
義
﹂
と
否
定
す
る
が
︑
む

し
ろ
私
は
︑﹁
郭
象
釋
大
塊
爲
無
物
︑
乃
郭
象
之
本
色
︑
此
當
別
論
︑
不
可
輕
以
爲
失
也
﹂
と
Z
す
る
王
叔
岷
の
見
解
に
從
い
た
い
︒
郭
象
は
︑

司
馬
彪
の
﹁
大
塊
︑
謂
天
也
﹂
の
訓
を
踏
ま
え
た
可
能
性
が
あ
り(52

)

︑
そ
れ
を
さ
ら
に
�
め
て
上
記
の
よ
う
な
解
釋
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
か
も

知
れ
な
い
︒

郭
象
と
先
行
の
�
と
の
關
わ
り
を
知
る
う
え
で
︑

営
し
た
人
閒
世
�
の
�
題
の
�
に
つ
い
て
︑
あ
ら
た
め
て
営
べ
て
お
き
た
い
︒
こ
の
�

に
お
い
て
︑
司
馬
彪
と
郭
象
は
非
常
に
接
6
し
て
い
る
︒
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【司
馬
彪
︼
言
處
人
閒
之
宜
︑
居
亂
世
之
理
︑
與﹅

人﹅

群﹅

者﹅

︑
不﹅

得﹅

離﹅

人﹅

︒
然﹅

人﹅

閒﹅

之﹅

事
︑
故﹅

世﹅

世﹅

衣﹅

宜﹅

︑
唯﹅

無﹅

心﹅

而﹅

不﹅

自﹅

用﹅

者﹅

︑
爲﹅

能﹅

唯﹅

變﹅

5﹅

L﹅

而﹅

何
足
纍﹅

︒

【郭
象
︼
與﹅

人﹅

群﹅

者﹅

︑
不﹅

得﹅

離﹅

人﹅

︒
然﹅

人﹅

閒﹅

之﹅

變
︑
故﹅

世﹅

世﹅

衣﹅

宜﹅

︑
唯﹅

無﹅

心﹅

而﹅

不﹅

自﹅

用﹅

者﹅

︑
爲﹅

能﹅

隨﹅

變﹅

5﹅

L﹅

而﹅

不
荷
其
纍﹅

也
︒

こ
れ
は
︑
む
ろ
ん
偶
然
の
類
似
で
は
あ
り
え
ず
︑
ま
た
上
営
の
�
り
︑
司
馬
彪
�
を
引
用
し
た
﹃
�
q
﹄
李
善
�
は
︑
逍
遙
H
�
�
題
の
�

と
人
閒
世
�
�
題
の
�
の
兩
者
を
同
時
に
引
用
し
て
い
る
の
で
︑
司
馬
彪
�
と
郭
象
�
を
取
り
y
え
た
と
い
う
可
能
性
も
高
く
な
い
︒
お
そ
ら

く
︑
郭
象
が
司
馬
彪
�
を
取
り
入
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
︒

か
つ
て
福
永
光
司
は
﹁
郭
象
に
お
い
て
莊
子
の
萬
物
齊
同
は
自
得
の
論
理
�
根
據
と
し
て
把
握
さ
れ
解
釋
さ
れ
て
い
る
﹂
と
い
っ
た(53

)

︒
郭
象

�
の
�
體
は
︑
こ
の
﹁
萬
物
齊
同
﹂
と
い
う
核
心
に
よ
っ
て
緊
密
に
組
織
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
*
味
に
お
い
て
郭
象
の
玄
學
は
︑
獨
特
の
思
想

を
形
成
し
得
た
も
の
と
言
え
る
︒
し
か
し
本
稿
に
お
い
て
確
F
し
た
よ
う
に
︑
郭
象
�
は
︑
西
晉
時
代
に
成
書
し
た
崔
譔
�
・
向
秀
�
・
司
馬

彪
�
の
大
き
く
か
つ
多
面
�
な
影
�

(特
に
︑
本
�
・
訓
詁
・
義
理
の
面
で
の
影
�
)

の
も
と
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
こ
の
よ
う
に
︑
郭
象

の
獨
自
性
ば
か
り
で
な
く
︑
先
行
の
�
か
ら
の
影
�
が
相
當
に
大
き
か
っ
た
こ
と
は
F
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

結

び

か
つ
て
聞
一
多
は
︑
魏
晉
時
代
に
お
け
る
﹃
莊
子
﹄
熱
に
つ
い
て
N
の
よ
う
に
說
い
た
︒
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魏
晉
之
閒
︑
莊
子
�
聲
勢
忽
然
浩
大
M
來
︑
崔
譔
首
先
給
他
作
�
︑
跟
著
向
秀
︑
郭
象
︑
司
馬
彪
︑
李
頤
都
�
﹃
莊
子
﹄︑
宴
�
�
式

�
︑
莊
子
忽
然
占
據
了
�
時
代
�
身
心
︑
他
們
�
生
活
︑
思
想
︑
�
藝
︱
整
個
�
'
�
核
心
是
﹃
莊
子(

54
)

﹄︒

確
か
に
魏
晉
は
︑﹃
莊
子
﹄
が
一
種
︑
特
別
な
歡
�
を
�
け
た
時
代
で
あ
っ
た
︒
こ
こ
に
舉
げ
ら
れ
た
諸
家
の
う
ち
︑
現
存
す
る
の
は
郭
象

の
�
の
み
で
あ
る
が
︑﹃
經
典
釋
�
﹄
莊
子
�
義
に
は
︑
諸
家
の
說
が
樣
々
引
用
さ
れ
て
お
り
︑
斷
片
�
な
が
ら
も
︑
郭
象
�
の
特
j
を
捉
え

る
重
O
な
對
比
"
料
た
り
得
る
こ
と
は
︑
本
論
に
営
べ
た
�
り
で
あ
る
︒

諸
家
か
ら
の
多
大
な
影
�
を
�
け
つ
つ
︑
自
身
の
﹃
莊
子
﹄
�
解
を
成
し
た
郭
象
で
あ
る
が
︑
そ
こ
に
際
立
っ
た
特
色
を
見
い
だ
す
こ
と
も

で
き
る
︒
ひ
と
つ
は
︑
事
物
に
關
す
る
こ
と
へ
の
*
圖
�
な
拒
否
で
あ
る
︒
逍
遙
H
�
の
﹁
;
見
四﹅

子﹅

藐
姑
射
之
山
﹂
の
﹁
四
子
﹂
に
つ
い
て
︑

司
馬
彪
は
﹁
王
倪
︑
齧
缺
︑
被
衣
︑
許
由
也
﹂
と
�
し
た
が(55

)

︑
一
方
の
郭
象
は
︑﹁
四
子
者
︑
蓋
寄
言
︑
以
'
堯
之
不
一
於
堯
耳
﹂
と
�
し
た(56

)

︒

固
2
名
詞
に
詳
し
い
�
釋
を
つ
け
る
司
馬
彪
を
强
く
*
識
し
︑
郭
象
は
あ
え
て
こ
の
よ
う
に
そ
っ
け
な
く
解
い
た
も
の
と
考
え
る
︒

人
閒
世
�
に
﹁
瞻
彼
闋
者
︑
虛﹅

室﹅

生﹅

白﹅

(彼
の
闋
た
る
者
を
瞻
れ
ば
︑
虛
室

白
を
生
ず
)
﹂
と
い
う
一
�
が
あ
る
︒
こ
れ
に
對
す
る
諸
家
の
�
を

竝
べ
て
み
よ
う
︒

【崔
譔
︼
白
者
︑
日
光
5
照
也
︒

【向
秀
︼
虛
其
心
︑
則
純
白
獨
著(57

)

︒

【司
馬
彪
︼
室
比
喩
心
︑
心
能
空
虛
︑
則
純
白
獨
生
也
︒

【郭
象
︼
夫
視
2
若
無
︑
虛
室
者
也
︒
虛
室
而
純
白
獨
生
矣
︒
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比
�
し
て
見
る
と
︑﹁
室
﹂
を
﹁
心
﹂
と
見
る
點
に
お
い
て
向
秀
と
司
馬
彪
が
�
も
6
い
が
︑﹁
生
白
﹂
を
︑﹁
純
白
獨
著
﹂﹁
純
白
獨
生
﹂
な

ど
と
解
釋
す
る
點
に
お
い
て
は
︑
向
・
司
馬
・
郭
の
共
�
性
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
︒
向
秀
が
﹁
虛
室
﹂
を
解
し
て
﹁
虛
其
心
﹂
と
い
う

の
は
︑﹃
老
子
﹄
第
三
違
の
﹁
是
以
^
人
之
治
︑
虛﹅

其﹅

心﹅

︑
實
其
腹
︑
�
其
志
︑
强
其
骨
﹂
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
閒
y
い
な
か
ろ

う
が
︑
し
か
し
郭
象
は
︑﹁
室
﹂
を
﹁
心
﹂
と
解
釋
せ
ず
︑﹁
2
を
無
で
あ
る
か
の
ご
と
く
見
る
こ
と
﹂
が
﹁
虛
室
﹂
で
あ
る
と
い
う
︒
つ
ま
り
︑

﹃
老
子
﹄
と
﹃
莊
子
﹄
と
を
融
合
さ
せ
る
向
秀
液
の
解
釋
を
あ
え
て
`
け
た
も
の
と
言
え
よ
う
︒

以
上
の
よ
う
に
み
る
と
︑﹃
莊
子
﹄
の
義
理
�
な
理
解
に
お
い
て
︑
郭
象
は
崔
譔
・
向
秀
・
司
馬
彪
の
說
を
確
か
に
踏
ま
え
︑
積
極
�
に
活

用
し
て
い
る
も
の
の
︑
獨
自
の
視
座
の
も
と
︑
あ
ら
た
め
て
﹃
莊
子
﹄
を
�
面
�
に
解
釋
し
な
お
し
︑
讀
者
に
供
し
た
も
の
と
Z
價
で
き
る
︒

西
晉
と
い
う
時
代
の
刻
印
を
は
っ
き
り
と
押
さ
れ
な
が
ら
も
︑
他
の
�
を
し
の
ぎ
︑
陸
德
'
を
し
て
﹁
唯

(郭
)

子
玄
5
�
︑
特
會
莊
生
之

旨
﹂
(﹃
經
典
釋
�
﹄
序
錄
の
語
)

と
言
わ
し
め
る
ほ
ど
の
成
功
を
收
め
た
理
由
が
︑
そ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

註(1
)

そ
れ
以
外
に
も
︑﹃
經
典
釋
�
﹄
序
錄
に
は
︑
郭
象
�
に
續
け
て
﹁
李
頤
集
解
︑

三
十
卷
︑
三
十
�
︹
字
景
眞
︑
潁
川
襄
城
人
︒
晉
丞
相
參
軍
︒
自
號
玄
B
子
︺﹂

と
い
う
﹃
莊
子
﹄
の
�
を
載
せ
る
︒
そ
の
實
態
を
'
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
の
で
︑
今
囘
は
考
察
し
な
い
︒
ま
た
︑
そ
れ
と
は
別
に
︑﹁
孟
氏
�
︑
十
八
卷
︑

五
十
二
�
︹
不
詳
何
人
︺﹂
と
い
う
�
も
著
錄
し
︑
こ
れ
も
魏
晉
の
�
釋
で
あ
る

可
能
性
も
あ
る
が
︑
こ
ち
ら
も
考
察
の
範
圍
外
と
す
る
︒

(2
)

『經
典
釋
�
﹄
の
引
用
は
︑
�
志
堂
本
を
底
本
と
し
︑
黃
焯
﹃
經
典
釋
�
彙
校
﹄

(中
華
書
局
︑
一
九
八
〇
年
)
を
參
考
と
し
た
︒
莊
子
�
義
の
善
本
と
し
て
天
理

圖
書
館
藏
の
宋
本
が
存
在
し
︑
影
印
本

(﹃
古
�
尙
書

莊
子
�
義
﹄︑
八
木
書
店
︑

一
九
八
二
年
)
も
あ
る
が
︑
今
囘
︑
"
料
と
し
た
條
に
限
っ
て
は
特
に
用
い
る
べ

き
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
︒

(3
)

訓
詁
・
事
物
・
義
理
の
�
と
い
う
三
分
法
は
︑
單
に
分
析
の
た
め
の
手
段
と
し
て

こ
こ
で
假
に
設
け
た
も
の
で
あ
り
︑
當
時
の
"
料
の
中
に
そ
う
い
う
分
け
方
が
あ

る
わ
け
で
は
な
い
︒
ま
た
︑
こ
の
三
分
法
は
固
定
�
で
絕
對
�
な
も
の
で
も
な
い
︒

(4
)

吳
承
仕
﹃
經
典
釋
�
序
錄
駅
證
﹄
(中
華
書
局
︑
一
九
八
四
年
)︑
一
六
四
頁
︑
:

び
興
膳
宏
・
川
合
康
三
﹃
隋
書
經
籍
志
詳
攷
﹄
(
汲
古
書
院
︑
一
九
九
五
年
)︑
五

〇
三
頁
を
參
照
︒

(5
)

現
在
の
郭
象
本
の
﹁
雜
�
﹂
に
相
當
す
る
內
容
が
す
べ
て
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け

で
な
く
︑
あ
る
本
の
雜
�
の
一
違
が
別
の
本
で
は
外
�
に
含
ま
れ
た
り
す
る
な
ど
︑

そ
れ
ぞ
れ
の
本
に
よ
り
︑
m
成
が
y
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
崔
譔
本
・
向
秀

本
に
ど
の
よ
う
な
�
が
含
ま
れ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
︑
武
內
義
雄
﹃
老
子
と

莊
子
﹄
(岩
波
書
店
︑
一
九
三
〇
年
)︑
黃
華
珍
﹁﹃
莊
子
�
義
﹄
の
諸
相
﹂
(﹃
莊

子
�
義
の
硏
究
﹄︑
汲
古
書
院
︑
一
九
九
九
年
︑
一
〇
九
〜
一
一
〇
頁
)︑
劉
榮
賢
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﹁﹃
莊
子
﹄
內
外
雜
�
材
料
�
移
易
分
合
﹂
(﹃
莊
子
外
雜
�
硏
究
﹄︑
聯
經
出
版
︑

二
〇
〇
四
年
︑
五
三
〜
七
三
頁
)
な
ど
の
硏
究
が
あ
る
︒
た
だ
し
本
稿
で
は
こ
の

問
題
︑
お
よ
び
司
馬
彪
本
の
�
名
に
關
す
る
問
題
を
取
り
上
げ
な
い
︒

(6
)

た
だ
し
崔
譔
本
と
郭
象
本
で
は
�
の
數
も
衣
な
り
︑
ま
た
細
か
い
字
句
も
衣
な
っ

て
い
る
こ
と
は
︑
莊
子
�
義
か
ら
確
F
で
き
る
こ
と
で
あ
り

(例
え
ば
︑
大
宗
師

�
﹁
夫
B
2
�
2
信
﹂
違
の
末
尾
に
︑
崔
譔
本
は
郭
象
本
よ
り
二
十
二
字
も
多
く

�
が
あ
っ
た
と
い
う
)︑
郭
象
が
崔
譔
本
を
そ
の
ま
ま
@
っ
て
わ
け
で
は
決
し
て

な
い
︒

(7
)

黃
坤
堯
﹁﹃
經
典
釋
�
﹄
與
魏
晉
六
|
經
學
﹂
(﹃
經
學
硏
究
集
刊
﹄
第
五
�
︑
二

〇
〇
八
年
十
一
v
)︑
一
六
八
頁
︒
こ
の
數
字
に
は
︑
單
純
な
衣
本
�
記
な
ど
も

含
ま
れ
て
い
る
︒
以
下
に
見
え
る
向
秀
・
司
馬
彪
に
つ
い
て
も
同
じ
︒
ま
た
�

(5
)
に

揭
の
黃
氏
論
�
に
︑﹃
釋
�
﹄
5
引
の
諸
家
�
の
條
�
數
の
一
覽
表
が

あ
る

(九
四
〜
九
五
頁
)︒

(8
)

郭
�
は
﹁
寄
之
至
理
︑
故
;
來
而
不
難
也
﹂
と
す
る
︒

(9
)

な
お
︑
こ
の
�
は
司
馬
彪
も
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
後
営
す
る
︒

(10
)

例
え
ば
︑
大
宗
師
�
の
﹁
與
乎
其
觚﹅

而
不
堅
也
﹂
の
﹁
觚
﹂
に
つ
き
︑
崔
譔
は

﹁
棱
﹂
と
訓
じ
︑
郭
象
は
﹁
獨
﹂
と
訓
じ
て
お
り
︑
衣
な
る
︒

(11
)

古
典
に
詳
し
か
っ
た
人
物
の
よ
う
で
︑
他
に
も
﹃
淮
南
子
﹄﹃
三
蒼
﹄
な
ど
を
引

い
て
い
る
︒

(12
)

た
だ
し
︑
�
題
の
�
と
い
う
形
式
自
體
が
玄
學
�
・
哲
理
�
な
も
の
で
あ
る
と
︑

こ
こ
で
�
張
す
る
わ
け
で
は
な
い
︒
後
漢
に
お
い
て
も
︑
趙
岐
﹃
孟
子
違
句
﹄
や

高
誘
﹃
淮
南
鴻
烈
解
﹄
な
ど
︑
�
題
の
�
を
持
つ
�
釋
が
す
で
に
登
場
し
て
お
り
︑

そ
う
い
っ
た
學
�
傳
瓜
の
�
長
線
上
に
あ
る
も
の
と
し
て
︑
崔
譔
の
�
を
位
置
づ

け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
た
だ
そ
れ
は
同
時
に
︑
後
の
郭
象
の
玄
學
に
つ
な
が
る

も
の
で
あ
っ
た
面
も
同
時
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

(13
)

『莊
子
﹄
な
ら
び
に
郭
象
�
の
本
�
は
︑
續
古
逸
叢
書
本
に
基
づ
く
︒
た
だ
し
︑

王
孝
魚

(郭
慶
藩
﹃
莊
子
集
釋
﹄
中
華
書
局
︑
一
九
六
一
年
︑
の
校
勘
記
)︑
:

び
王
叔
岷

(﹃
莊
子
校
詮
﹄
中
央
硏
究
院
歷
�
語
言
硏
究
5
︑
一
九
八
八
年
︑
な

ら
び
に
﹃
郭
象
莊
子
�
校
記
﹄
中
央
硏
究
院
歷
�
語
言
硏
究
5
︑
一
九
九
三
年
)

の
說
に
よ
っ
て
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
︒

(14
)

例
え
ば
︑
齊
物
論
�
の
�
義
に
﹁
崔
云
︑
齊
物
七
違
︑
此
連
上
違
︑
而
班
固
說
在

外
�
﹂
と
あ
る
︒
ま
た
︑
同
じ
齊
物
論
�
の
�
義
に
﹁
崔
云
︑
或
作
霓
︑
�
同
︑

際
也
︒
班
固
曰
︑
天
硏
﹂
と
見
え
る
班
固
說
も
︑
崔
譔
の
�
か
ら
轉
引
し
た
も
の

で
あ
ろ
う
︒
た
だ
し
班
固
�
本
と
い
っ
て
も
︑
た
だ
ち
に
﹃
漢
書
﹄
藝
�
志
著
錄

本
と
結
び
つ
け
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
︒

(15
)

向
秀
の
事
跡
に
つ
い
て
は
︑
王
曉
毅
﹃
郭
象
Z
傳
﹄
(南
京
大
學
出
版
社
︑
二
〇

〇
六
年
)
の
附
錄
に
見
え
る
﹁
向
秀
年
�
﹂
(三
七
二
〜
三
八
〇
頁
)
が
�
も
詳

し
い
︒
そ
こ
で
は
︑
か
り
に
二
二
三
年
を
向
秀
の
生
年
と
し
て
い
る
︒

(16
)

向
秀
�
の
﹃
莊
子
﹄
解
釋
に
關
し
て
は
︑
﹃
世
說
怨
語
﹄
の
劉
�
に
引
く
﹃
向
秀

本
傳
﹄﹃
向
秀
別
傳
﹄﹃
竹
林
七
賢
論
﹄
な
ど
に
も
見
え
て
い
る
︒

(17
)

『晉
書
﹄
郭
象
傳
は
こ
の
﹃
世
說
怨
語
﹄
の
一
1
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
い

る
︒

(18
)

福
永
光
司
﹁
郭
象
の
﹃
莊
子
�
﹄
と
向
秀
の
﹃
莊
子
�
﹄
-
-郭
象
盜
竊
說
に
つ
い

て
の
疑
問
﹂
(﹃
東
方
學
報

(京
都
)﹄
第
三
六
號
︑
一
九
六
四
年
︒
の
ち
︑﹃
魏
晉

思
想
�
硏
究
﹄
岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
五
年
︑
に
收
め
る
)︒
王
利
器
﹁
再
論
﹃
莊

子
﹄
郭
象
序
�
眞
僞
問
題
﹂
(﹃
曉
傳
書
齋
�
�
論
集
﹄
中
�
大
學
出
版
社
︑
一
九

八
九
年
︑
5
收
)︑
二
〇
九
〜
二
一
六
頁
︒

(19
)こ
の
點
に
つ
い
て
は
︑
拙
稿
﹁
郭
象
に
よ
る
﹃
莊
子
﹄
盈
定
﹂
(﹃
東
方
學
﹄
第
九
一

輯
︑
一
九
九
六
年
︒
の
ち
︑﹃
中
國
中
古
の
學
�
﹄︑
硏
�
出
版
社
︑
二
〇
〇
六

年
)︑
二
五
二
頁
︑
�

(六
)
に
営
べ
た
こ
と
と
︑
基
本
�
に
變
b
は
な
い
︒

(20
)


揭
︑
黃
坤
堯
﹁﹃
經
典
釋
�
﹄
與
魏
晉
六
|
經
學
﹂︑
一
六
八
頁
︒

(21
)

底
本
は
﹁
之
刁
刁
﹂
に
作
る
が
︑
王
孝
魚
・
王
叔
岷
に
よ
り
改
め
る
︒

(22
)

人
閒
世
�
・
騈
拇
�
・
馬
蹄
�
・
庚
桑
楚
�
の
�
義
に
︑
そ
れ
ぞ
れ
一
條
ず
つ
引

用
さ
れ
て
い
る
︒

(23
)

向
秀
の
﹃
莊
子
﹄
�
解
は
︑
向
秀
の
死
後
に
世
に
出
た
も
の
で
あ
る
か
ら

(﹃
世

說
怨
語
﹄
�
學
�
に
﹁
唯
秋
水
︑
至
樂
二
�
未
悦
而
秀
卒
︒
秀
子
幼
︑
義
P
零
落
︑

東 方 學 報
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然
Q
2
別
本
︒
⁝
⁝
後
秀
義
別
本
出
﹂
と
い
う
)︑
第
三
者
の
手
が
加
わ
っ
て
い

た
可
能
性
は
高
い
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
向
秀
自
身
が
司
馬
彪
�
本
を
見
た
可
能
性

は
無
視
で
き
な
い
︒

(24
)

『後
漢
書
﹄
馬
融
傳
に
﹁
�
﹃
孝
經
﹄﹃
論
語
﹄﹃
詩
﹄﹃
易
﹄﹃
三
禮
﹄﹃
尙
書
﹄

﹃
列
女
傳
﹄﹃
老
子
﹄﹃
淮
南
子
﹄﹃
離
騷
﹄﹂
と
あ
り
︑
馬
融
が
B
家
思
想
に
深
い

關
心
の
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
︑﹁
馬
氏
﹂
が
馬
融
の
﹃
莊
子
﹄
�
を
指
す
可
能

性
も
皆
無
で
は
な
い
︒
B
家
思
想
に
對
す
る
馬
融
の
關
心
に
つ
い
て
は
︑
池
田
秀

三
﹁
馬
融
私
論
﹂
(﹃
東
方
學
報
﹄
京
都
︑
第
五
二
册
︑
一
九
八
〇
年
)︑
二
六
七

〜
二
六
九
頁
を
參
照
︒

(25
)

『晉
書
﹄
卷
八
十
二
︑
司
馬
彪
傳
︒

(26
)


揭
︑
黃
坤
堯
﹁﹃
經
典
釋
�
﹄
與
魏
晉
六
|
經
學
﹂︑
一
六
九
頁
︒

(27
)

茆
泮
林
輯
﹃
十
種
古
逸
書
﹄
本

(光
緖
十
四
年
梅
瑞
軒
刊
本
)
が
あ
る
︒
ま
た
︑

何
志
華
・
朱
國
藩
�
﹃
�
宋
類
書
j
引
﹃
莊
子
﹄
"
料
彙
�
﹄
(中
�
大
學
出
版

社
︑
二
〇
〇
六
年
)
も
參
考
に
な
る
︒

(28
)

左
思
﹁
魏
都
賦
﹂
(﹃
�
q
﹄
卷
六
)
の
劉
淵
林
�
︒

(29
)

『札
迻
﹄
(中
華
書
局
︑
一
九
八
九
年
︑
一
五
九
頁
)︒
孫
詒
讓
は
ま
た
︑
知
北
H

�
の
﹁
大
馬
之
捶
鉤
者
﹂
の
﹁
捶
﹂
に
つ
い
て
も
︑
司
馬
彪
と
郭
象
の
訓
詁
が
一

致
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
︑
司
馬
・
郭
說
に
は
從
え
な
い
︑
と
Z
し
て
い
る

(一
六
一
頁
)︒
郭
象
は
﹁
玷
捶
鉤
之
輕
重
︐
而
無
豪
芒
之
差
也
﹂
と
言
っ
て
い
る
︒

﹁
玷
捶
﹂
は
重
さ
を
は
か
る
*
︒

(30
)

『晉
書
﹄
本
傳
に
﹁
討
論
衆
書
︑
綴
其
5
聞
︑
M
于
世
祖
︑
T
于
孝
獻
︑
�
年
二

百
︑
錄
世
十
二
︑
�
綜
上
下
︑
旁
貫
庶
事
︑
爲
紀
︑
志
︑
傳
凡
八
十
�
︑
號
曰

﹃
續
漢
書
﹄﹂
と
見
え
る
︒
そ
の
﹃
續
漢
書
﹄﹁
八
志
﹂
の
部
分
が
現
存
し
て
い
る

わ
け
だ
が
︑
司
馬
彪
自
身
が
﹁
放
續

志
︑
以
備
一
家
﹂
(律
曆
志
の
論
)
と
い

う
よ
う
に
︑
蔡
邕
ら
の
著
作
﹃
漢
記
﹄
十
*
を
襲
用
し
た
と
こ
ろ
が
大
き
い
︒
池

田
秀
三
﹁
盧
¡
と
そ
の
﹃
禮
記
解
詁
﹄
(上
)﹂
(﹃
京
都
大
學
�
學
部
紀
O
﹄
第
二

九
號
︑
一
九
九
〇
年
)
に
﹁
蔡
邕
が
﹃
(後
)
漢
記
﹄
I
営
に
お
い
て
第
一
に
精

力
を
傾
�
し
た
の
は
制
度
・
�
¢
�
た
る
﹁
志
﹂
(
*
)
で
あ
っ
た
﹂
(七
頁
)
と

い
う
の
と
あ
わ
せ
て
考
え
れ
ば
︑
蔡
邕
が
司
馬
彪
に
與
え
た
影
�
︑
そ
し
て
兩
者

の
精
神
の
6
さ
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
よ
う
︒

(31
)

『晉
書
﹄
本
傳
に
﹁
彪
復
以
(
譙
)
周
爲
未
盡
善
也
︑
條
﹃
古
�
考
﹄
中
凡
百
二
十

二
事
爲
不
當
︑
多
據
﹃
汲
冢
紀
年
﹄
之
義
︑
亦
行
於
世
﹂
と
見
え
る
︒

(32
)

秋
水
�
に
﹁
孔
子
H
於
匡
︑
宋
人
圍
之
數
匝
﹂
と
あ
る
が
︑
司
馬
彪
は
﹁
宋
人
﹂

は
﹁
衞
人
﹂
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
い
︑
長
い
�
を
書
い
て
い
る

(莊
子
�
義
)︒

﹃
莊
子
﹄
を
寓
言
・
寄
言
の
書
と
し
て
と
ら
え
ず
︑
事
實
に
基
づ
い
て
記
事
を
正

そ
う
と
す
る
司
馬
彪
の
�
勢
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
︒

(33
)

こ
れ
は
﹃
�
記
﹄
六
國
年
表
に
卽
し
て
考
え
て
も
同
じ
で
あ
る
︒

(34
)

莊
子
�
義
︑
お
よ
び
﹃
戰
國
策
﹄
鮑
彪
�
に
見
え
る
︒

(35
)

池
田
秀
三
﹁
盧
¡
と
そ
の
﹃
禮
記
解
詁
﹄
(下
)
﹂
(﹃
京
都
大
學
�
學
部
紀
O
﹄
第

三
〇
號
︑
一
九
九
一
年
)
に
︑
盧
¡
の
﹃
禮
記
解
詁
﹄
に
つ
い
て
︑
﹁
盧
¡
�
�

體
を
�
覽
し
て
み
て
ま
ず
目
に
つ
く
の
は
︑
�
字
の
訓
詁
や
語
句
の
解
釋
︑
お
よ

び
事
物
・
制
度
に
つ
い
て
の
說
'
を
か
な
り
こ
ま
や
か
に
施
し
て
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
﹂
(一
頁
)
と
い
う
よ
う
に
︑
事
物
・
制
度
へ
の
關
心
が
高
さ
に
お
い

て
は
︑
漢
代
の
�
釋
家
の
中
で
も
盧
¡
に
6
い
面
が
︑
司
馬
彪
に
は
あ
る
と
見
る

こ
と
も
で
き
よ
う
︒

(36
)


揭
の
拙
稿
﹁
郭
象
に
よ
る
﹃
莊
子
﹄
盈
定
﹂
︑
二
三
八
頁
︒

(37
)

た
だ
し
︑
一
つ
問
題
が
あ
る
︒
こ
の
司
馬
彪
�
は
︑
郭
象
�
に
き
わ
め
て
類
似
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
司
馬
彪
と
郭
象
の
閒
に
觀
察
さ
れ
る
£
似
を

ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
︑
か
な
り
郭
象
�
の
理
解
に
影
�
が

出
る
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
︑
後
営
す
る
︒

(38
)

莊
子
�
義
に
︑﹁
騈
拇
︑
謂
足
拇
指
連
第
二
指
也
﹂
以
下
の
司
馬
彪
�
が
見
え
る
︒

(39
)

嵇
康
﹁
養
生
論
﹂
(﹃
�
q
﹄
卷
五
十
三
)
の
李
善
�
に
﹁
﹃
莊
子
﹄
曰
︑
外
物
不

可
必
︒
司
馬
彪
曰
︑
物
︑
事
也
︒
忠
孝
︑
內
也
︒
而
外
事
咸
不
信
�
也
﹂
と
あ
る
︒

(40
)

江
淹
﹁
雜
體
詩
﹂
三
十
首
﹁
許
徵
君
自
序
﹂
(﹃
�
q
﹄
卷
三
十
一
)
の
李
善
�
に

引
く
﹁
淮
南
王
莊
子
略
O
﹂
の
司
馬
彪
�
︑
陶
淵
'
﹁
歸
去
來
幷
序
﹂
(﹃
�
q
﹄

卷
四
十
五
)
の
李
善
�
に
引
く
﹁
淮
南
子
O
略
﹂
の
司
馬
彪
�
︑﹁
齊
悦
陵
�
宣

魏晉『莊子』�釋�における郭象の位置
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王
行
狀
﹂
(﹃
�
q
﹄
卷
六
十
)
の
李
善
�
に
引
く
﹁
淮
南
王
莊
子
略
O
﹂
の
司
馬

彪
�
も
︑
そ
れ
ぞ
れ
ほ
ぼ
同
�
︒

(41
)

王
叔
岷
﹃
莊
子
校
詮
﹄
(一
四
一
三
頁
)
に
﹁
兪
正
燮
﹃
癸
巳
存
稿
﹄
一
二
因
謂
︑

﹁
彪
本
五
十
二
卷
中
2
﹁
淮
南
王
略
O
﹂︑
或
漢
志
五
十
二
�
爲
淮
南
王
本
︑
爲
祕

書
讎
校
者
﹂︒
岷
謂
︑﹁
莊
子
略
O
﹂︑
乃
﹃
淮
南
王
外
書
﹄
之
逸
�

(﹃
淮
南
子
﹄

今
_
存
內
書
二
十
一
�
︑
外
書
已
3
)︑
以
槪
論
﹃
莊
子
﹄
者
︒
非
﹃
莊
子
﹄
五

十
二
�
本
中
2
此
�
也
︒
司
馬
彪
�
云
云
︑
_
可
證
司
馬
彪
2
﹁
淮
南
王
莊
子
略

O
﹂
�
︑
不
能
確
定
五
十
二
�
本
﹃
莊
子
﹄
2
﹁
淮
南
王
莊
子
略
O
﹂︑
蓋
由
兪

氏
拘
泥
於
司
馬
彪
_
2
﹃
莊
子
﹄
�
︑
故
2
此
臆
說
耳
﹂
と
い
う
︒
ま
た
︑
楠
山

春
樹
に
も
專
論
﹁
淮
南
王
莊
子
略
O
・
莊
子
後
解
考
﹂
(﹃
B
家
思
想
と
B
敎
﹄︑

~
河
出
版
社
︑
一
九
九
二
年
︑
5
收
)
が
あ
る
が
︑﹁
淮
南
王
莊
子
略
O
﹂
は
魏

晉
の
僞
作
で
あ
る
と
推
測
す
る
も
の
で
︑
こ
こ
で
は
從
わ
な
い
︒
な
お
︑﹁
淮
南

王
莊
子
略
O
﹂
に
見
え
る
﹁
輕
天
下
︑
細
萬
物
﹂
の
句
は
︑
陸
雲

(二
六
二
〜
三

〇
三
)﹁
逸
民
賦
﹂
(﹃
藝
�
類
聚
﹄
卷
三
十
六
)
に
﹁
古
之
逸
民
︑
輕
天
下
︑
細

萬
物
︑
而
欲
專
一
丘
之
懽
︑
擅
一
壑
之
美
﹂
と
詠
ま
れ
て
お
り
︑
當
時
︑
一
定
の

範
圍
に
お
い
て
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
確
實
で
あ
ろ
う
︒

(42
)

『郭
象
Z
傳
﹄
(南
京
大
學
出
版
社
︑
二
〇
〇
六
年
)
の
附
錄
に
見
え
る
﹁
郭
象
年

�
﹂
(三
八
〇
〜
三
九
二
頁
)︒

(43
)

さ
ら
に
︑
天
下
�
末
尾
の
﹁
昔
吾
未
覽
莊
子
﹂
か
ら
は
じ
ま
る
長
い
�
な
ど
は
︑

陸
德
'
も
わ
ざ
わ
ざ
長
�
の
�
義
を
書
い
て
感
想
を
営
べ
て
い
る
も
の
で
︑
向
秀

の
�
違
で
は
な
く
︑
閒
y
い
な
く
郭
象
の
�
違
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
︑

高
山
寺
藏
の
¨
倉
時
代
寫
本
﹃
莊
子
﹄
の
天
下
�
末
尾
に
見
え
る
郭
象
序
な
ど
も
︑

確
か
に
郭
象
の
�
違
と
言
い
う
る
も
の
で
あ
る
︒
�
(十
九
)
に
舉
げ
た
拙
稿
は
︑

嚴
し
く
見
て
も
郭
象
の
�
と
考
え
ら
れ
る
も
の
を
取
り
上
げ
て
︑
郭
象
の
玄
學
を

論
じ
た
つ
も
り
で
あ
る
︒

(44
)

郭
象
�
は
︑

揭
の
﹃
經
典
釋
�
﹄
序
錄
に
﹁
爲
�
三
卷
﹂
と
見
え
る
も
の
で

(﹃
隋
書
﹄
經
籍
志
に
も
﹁﹃
莊
子
�
﹄
三
卷
︑
郭
象
I
﹂
と
見
え
る
)︑
謁
井
永
一

﹃
魏
晉
南
北
|
字
�
硏
究
﹄
(汲
古
書
院
︑
一
九
七
五
年
)
は
︑﹁
魏
晉
南
北
|
の

�
�
家
と
し
て
は
︑

�
に
屬
し
︑
徐
邈
・
李
軌
・
劉
昌
宗
等
よ
り
か
な
り
早
い

時
�
の
字
�
を
傳
え
て
い
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
﹂
(二
三
頁
)
と
す
る
が
︑
郭

象
自
身
が
書
い
た
か
否
か
︑
定
か
で
は
な
い
の
で
︑
よ
り
愼
重
に
取
り
ª
う
必
O

が
あ
ろ
う
︒
た
だ
本
人
が
つ
け
た
�
で
は
な
い
と
し
て
も
︑
郭
�
の
內
容
と
齟
齬

す
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
く
︑
郭
象
�
を
よ
く
理
解
し
た
人
物
が
つ
け
た
�
で
あ

ろ
う
と
推
測
さ
れ
︑
ま
た
︑
陸
德
'
以

に
成
書
し
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
︒

こ
こ
で
は
︑
郭
�
に
準
ず
る
"
料
と
し
て
取
り
上
げ
る
︒

(45
)

こ
の
部
分
︑
た
ま
た
ま
敦
煌
寫
本

P
3
6
0
2
が
存
在
し
て
い
る
が
︑
同
�
で
あ
る
︒

我
々
が
知
る
陸
德
'
﹃
經
典
釋
�
﹄
以
外
に
︑
敦
煌
寫
本
に

P
3
6
0
2﹃
莊
子
集

�
﹄︑
S
6
2
5
6﹃
莊
子
�
義
﹄
と
い
う
二
つ
の
﹃
莊
子
﹄
に
關
す
る
六
|
時
代
の

�
義
"
料
が
存
在
す
る
︒
こ
れ
ら
が
い
ず
れ
も
﹃
經
典
釋
�
﹄
の
衣
本
で
あ
る
と

の
見
方
も
あ
る
が
︑
小
島
祐
馬
﹁
巴
黎
國
立
圖
書
館
藏
敦
煌
!
書
5
見
錄
﹂
(﹃
荏

�
學
﹄
第
五
卷
第
四
號
︑
一
九
二
九
年
)
が

P
3
6
0
2
に
つ
い
て
︑
東
晉
の
徐
邈

の
�
義
で
あ
る
と
說
を
立
て
て
以
來
︑
そ
の
贊
否
を
め
ぐ
っ
て
多
く
の
議
論
が
な

さ
れ
て
い
る
︒
王
重
民
﹃
敦
煌
古
籍
敍
錄
﹄﹁
莊
子
釋
�

伯
三
六
〇
二
﹂
(一
九

三
八
年
一
v
二
十
二
日
)
二
五
三
〜
二
五
四
頁
︑
許
円
~
﹁
伯
三
六
〇
二
殘
卷
作

者
考
﹂
(﹃
�
�
﹄
四
〇
輯
︑
一
九
九
四
年
)︑
張
金
泉
・
許
円
~
﹃
敦
煌
�
義
滙

考
﹄
(杭
州
大
學
出
版
社
︑
一
九
九
六
年
)
な
ど
の
論
考
が
あ
る
が
︑
私
は
徐
邈

�
で
あ
る
と
結
論
す
る
こ
と
は
ひ
か
え
た
い
︒

(46
)

『札
迻
﹄
(一
五
四
〜
一
五
五
頁
)
︒
す
な
わ
ち
︑
馬
蹄
�
に
﹁
蹩
躠
爲
仁
﹂
と
見

え
る
の
と
同
じ
︒

(47
)

こ
の
郭
象
�
が
正
し
い
こ
と
は
疑
い
な
い
が
︑
む
し
ろ
︑
郭
象
が
﹃
愼
子
﹄
を
よ

く
讀
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
︒
人
閒
世
�
の
郭
�
﹁
多
賢
不
可
以

多
君
︑
無
賢
不
可
以
無
君
﹂
も
︑
﹃
愼
子
﹄
の
引
用
で
あ
る

(
王
叔
岷
︑
一
三
九

頁
)︒

(48
)

違
炳
麟
は
﹁
弔
詭
﹂
の
﹁
弔
﹂
が
﹁
俶
﹂
に
�
じ
る
と
指
摘
し
て
は
い
る
が
︑
郭

象
�
に
つ
い
て
は
非
と
}
斷
し
て
い
る
︒﹃
莊
子
解
故
﹄
(﹃
違
太
炎
�
集
﹄
第
六

册
︑
上
海
人
民
出
版
社
︑
一
九
八
六
年
)
︑
一
三
〇
頁
︒
し
か
し
私
は
︑
郭
象
も
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﹁
弔
﹂
を
﹁
俶
﹂
と
讀
ん
だ
も
の
と
考
え
る
︒

(49
)

成
玄
英
駅
は
﹁
夫
舉
世
皆
夢
︑
此
乃
玄
談
非
常
之
言
︑
不
w
於
俗
︑
弔
當
卓
詭
︑

駭
衣
物
�
︑
自
非
淸
�
︑
豈
識
深
�
哉
﹂
と
い
っ
て
い
る
が
︑﹁
弔
當
卓
詭
﹂
を

解
釋
し
て
い
な
い
︒

(50
)

�
琳
﹃
一
切
經
�
義
﹄
卷
九
十
五
に
引
く
司
馬
彪
�
︒

(51
)

｢塊
然
﹂
と
は
︑﹃
荀
子
﹄
君
B
�
に
﹁
故
天
子
不
視
而
見
︑
不
聽
而
聰
︑
不
慮
而

知
︑
不
動
而
功
︑
塊﹅

然﹅

獨
坐
而
天
下
從
之
如
一
體
︑
如
四
胑
之
從
心
﹂
と
見
え
る

語
で
︑
孤
獨
の
さ
ま
を
い
う
︒
郭
象
が
こ
れ
を
踏
ま
え
た
可
能
性
も
あ
る
︒

(52
)

齊
物
論
�
の
後
�
﹁
(天
籟
)
@
其
自
己
也
﹂
の
郭
�
に
﹁
自
己
而
然
︑
則
謂
之

天
然
﹂
と
い
う
解
釋
が
見
え
る
よ
う
に
︑
萬
物
が
そ
れ
自
體
そ
の
よ
う
に
あ
る
こ

と
を
︑﹁
天
﹂
と
結
び
つ
け
て
解
釋
す
る
傾
向
が
あ
る
︒

(53
)

福
永
光
司
﹁
郭
象
の
莊
子
解
釋
—
�
と
し
て
﹁
無
﹂﹁
無
爲
﹂﹁
無
名
﹂
に
つ
い

て
﹂
(﹃
哲
學
硏
究
﹄
第
三
七
號
︑
第
二
・
三
册
︑
一
九
五
四
年
︒
の
ち
に

揭
の

﹃
魏
晉
思
想
�
硏
究
﹄
に
收
め
る
)
︒

(54
)

『古
典
怨
義
・
莊
子
﹄
(﹃
聞
一
多
�
集
q
刊
﹄
第
二
︑
古
籍
出
版
社
︑
一
九
五
六

年
)︒

(55
)

莊
子
�
義
︒
な
お
︑

後
の
�
を
含
め
た
よ
り
詳
し
い
﹃
莊
子
﹄
�
が
︑﹃
太
~

御
覽
﹄
卷
八
十
に
見
え
て
い
る
︒
�
釋
者
の
名
は
な
い
が
︑
司
馬
彪
の
も
の
と
考

え
る
︒

(56
)

こ
れ
に
つ
い
て
は
︑

揭
の
拙
稿
﹁
郭
象
に
よ
る
﹃
莊
子
﹄
盈
定
﹂︑
二
四
八
頁

に
て
営
べ
た
︒

(57
)

嵇
康
﹁
養
生
論
﹂
(﹃
�
q
﹄
卷
五
十
三
)﹁
外
物
以
纍
心
不
存
︑
神
氣
以
醇
白
獨

著
﹂
の
李
善
�
に
引
く
佚
�
︒

魏晉『莊子』�釋�における郭象の位置
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