
郭
象
　
の
　
荘
子
解
繹

（
完
）

一
主
と
し
て
一
、
無
］
「
無
爲
」
「
無
名
」
に
つ
い
て
一

縄

へ

水

光

司

日
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さ
て
、
以
上
私
は
心
象
に
お
け
る
自
己
の
問
題
を
、
自
己
存
在
の
始
め
と
そ
の
存
在
の
仕
方
、
更
に
は
そ
の
存
在
の
維
り
1
生
と
性
と

死
！
に
お
い
て
考
察
し
、
こ
の
自
己
の
生
と
性
と
死
に
お
い
て
廃
立
す
る
悲
し
み
と
盛
れ
と
嘆
き
一
自
己
と
時
と
の
乖
離
、
自
己
と
他
と

の
醤
立
一
が
、
自
己
存
寝
の
自
然
性
の
諦
槻
、
一
切
存
在
の
齊
同
性
の
自
畳
に
お
い
て
超
克
さ
れ
る
事
、
そ
し
て
こ
の
超
克
が
ほ
か
な
ら

ぬ
郭
象
の
自
得
で
あ
り
、
そ
の
自
得
は
實
は
老
薙
の
無
爲
に
封
ず
る
彼
の
領
導
の
露
結
に
他
な
ら
な
か
っ
た
審
を
明
か
に
し
た
。
つ
ま
り

郭
象
は
．
魏
晋
老
樹
學
が
そ
の
根
本
課
題
と
し
た
無
と
下
話
の
問
題
に
謝
し
て
、
隠
魚
自
然
と
し
て
、
ま
距
無
爲
を
自
得
と
し
て
解
繹
し
、

そ
の
自
然
と
自
得
左
自
己
存
在
に
お
け
る
一
切
の
劉
立
と
乖
離
！
絶
望
と
不
安
・
…
の
超
克
の
原
理
と
し
て
統
一
的
盤
系
的
に
把
握
す
る
事

に
お
い
て
新
し
い
老
薙
（
蕪
子
）
哀
惜
の
立
場
左
示
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
然
し
、
郭
象
の
自
得
が
老
蕪
の
無
蓋
の
解
輝
と
し
て
、
自
已

の
悲
哀
と
苦
機
、
絶
望
と
不
安
の
超
克
の
原
理
で
あ
り
得
る
と
し
て
も
、
彼
に
惹
い
て
問
題
は
そ
れ
で
篤
き
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
ら
う

か
。
確
か
に
自
得
に
お
い
て
萬
物
は
限
ら
れ
た
自
己
の
「
時
」
を
天
地
の
無
窮
の
中
に
憩
は
し
め
、
大
小
二
長
短
・
賢
愚
・
美
醜
等
汝
一

切
の
差
別
と
封
立
を
自
己
に
お
け
る
自
然
（
絶
封
）
と
し
て
齊
同
化
す
る
事
が
塒
熱
る
で
あ
ら
う
。
そ
こ
で
は
確
か
に
そ
れ
ぞ
れ
の
自
已

は
滞
ち
足
り
た
自
己
肯
定
に
安
ら
か
な
生
を
撒
溢
し
、
明
る
く
羅
和
な
生
活
が
呪
咀
と
羨
望
と
親
署
と
殺
接
に
代
る
で
あ
ら
う
。
然
し
間

　
　
　
鰍
W
象
の
弾
欺
叫
ナ
解
…
難
W
（
点
兀
V
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
二
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照
潤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
　
　
お
　
　
む
　
　
セ
　
　
ら
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
　
　
し
　
　
い
　
　
し
　
　
む
　
　
セ

題
は
こ
の
様
な
自
得
が
あ
く
ま
で
自
製
に
お
、
い
て
威
寄
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
葦
舟
性
が
あ
く
ま
で
自
己
に
お
け
る
絶
封
性
で
あ
っ
た

纂
で
あ
る
。
大
と
小
は
唐
し
い
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
早
し
さ
は
大
な
る
も
の
が
大
な
る
自
己
を
自
己
と
し
、
平
な
る
も
の
が
聖
な
る
自

尊
左
自
門
と
す
る
事
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
恭
し
い
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
大
な
る
自
己
を
自
己
と
す
る
そ
の
「
自
己
」
は
一
つ
で
は
な
く

て
無
数
で
あ
る
。
自
己
は
多
の
中
の
一
で
あ
診
、
物
は
一
物
で
は
な
く
て
萬
物
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
一
つ
の
自
己
に
と
っ
て
は
絶
封

で
あ
る
「
小
」
が
、
同
檬
に
他
の
自
己
に
と
っ
て
軍
馬
で
あ
る
「
大
」
と
並
び
立
ち
、
　
一
つ
の
自
己
に
と
っ
て
は
維
謝
で
あ
る
醜
が
、
同

舟
に
他
の
自
己
に
と
っ
て
絶
封
で
あ
る
美
と
並
び
立
つ
。
そ
れ
ぞ
れ
の
自
己
に
と
っ
て
は
羨
し
い
大
と
小
が
、
無
数
の
自
已
に
海
い
て
は

必
ず
し
も
齋
し
く
な
い
の
で
あ
る
。
自
己
は
大
で
あ
る
か
も
し
く
は
小
で
あ
る
9
搬
婁
期
す
れ
ば
自
己
は
限
定
左
も
っ
た
（
有
方
の
）
存
在

な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
世
界
と
は
こ
の
嫌
な
そ
れ
ぞ
れ
に
限
定
を
も
つ
儲
物
の
存
在
の
場
で
あ
の
、
就
會
と
は
こ
の
檬
な
そ
れ
ぞ
れ
に
限

定
を
も
つ
無
数
の
自
己
の
生
存
の
場
な
の
で
あ
る
。
郭
象
は
こ
の
様
な
萬
物
の
存
在
の
場
と
し
て
の
世
界
、
無
数
の
自
己
の
生
存
の
場
と

し
て
の
計
　
會
を
肯
定
す
る
。

　
　
濤
、
小
な
る
も
の
と
大
な
る
も
の
が
叢
叢
て
存
在
す
命
の
望
む
毒
聾
心
で
あ
る
。
（
大
宗
師
篇
註
）

　
　
人
闇
は
群
を
な
し
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
群
を
な
し
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
に
は
、
孤
立
し
て
は
存
在
し
得
な
い
の
で

あ
る
。
（
入
問
世
篇
註
）

　
人
間
は
謎
會
的
存
在
で
あ
る
。
自
己
は
た
だ
一
入
と
し
て
存
在
す
る
慕
は
出
來
な
い
。
そ
し
て
人
聞
が
就
會
的
存
在
で
あ
り
、
自
己
が

元
だ
一
人
と
し
て
存
在
す
る
慕
が
出
盛
な
い
以
上
、
自
得
が
翼
の
自
得
と
し
て
三
軍
立
ち
、
曲
物
の
無
爲
が
眞
の
無
益
と
な
る
か
め
に
は

こ
の
自
已
の
自
得
と
か
の
自
己
の
自
得
左
同
時
に
妊
り
立
た
し
め
る
も
の
、
す
べ
て
の
側
物
の
無
爲
を
無
爲
と
し
て
遽
げ
さ
せ
る
存
在
が

考
へ
ら
れ
な
け
れ
一
ほ
・
獄
・
り
ぬ
で
・
ゆ
ら
う
。
就
曾
と
は
箔
㍉
れ
》
て
れ
の
帰
日
己
口
か
無
｛
鋤
滑
に
並
瀞
ひ
奪
　
壷
」
、
糟
て
れ
恥
て
れ
噌
に
自
得
す
3
磁
場
で
あ
一
の
が
、
摯
て

れ
そ
れ
の
自
己
は
限
定
を
も
っ
た
存
在
、
　
一
方
の
（
有
方
の
）
存
在
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
様
な
特
殊
と
し
て
の
自
己
が
特
殊
と
し
て
成
の

立
つ
た
あ
に
は
、
す
べ
て
の
特
殊
を
す
べ
て
の
特
殊
と
し
て
威
○
立
前
し
め
る
普
遍
黙
し
究
覧
的
な
入
格
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
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ハ
は
ユ
　

郭
象
は
考
へ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
は
こ
の
様
な
普
遜
者
i
究
尭
的
人
間
一
を
傳
統
的
な
儒
籏
の
聖
人
と
し
て
と
ら
へ
る
。
郭
象
に
訟

い
て
風
入
と
ぽ
萬
物
の
自
得
を
自
得
と
し
て
威
h
立
た
し
め
る
普
逓
者
、
す
べ
て
の
人
聞
の
無
爲
を
無
難
と
し
て
途
げ
さ
せ
る
究
寛
的
人

　
　
　
　
　
　
　
　
（
誌
2
）

格
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
ま
た
こ
の
聖
人
を
「
無
心
者
」
と
よ
ぴ
、
㎝
、
物
と
冥
す
る
者
」
と
よ
び
、
「
無
方
の
入
」
「
無
待
の
人
」
と

し
て
論
明
す
る
。
「
無
心
蓉
」
と
い
ひ
「
物
と
輿
す
る
者
」
と
い
ひ
「
無
方
の
人
」
、
「
無
待
の
人
」
と
い
ふ
の
は
、
云
ふ
迄
も
な
く
荘
子
の

究
藷
人
肇
礎
も
し
く
窒
杢
福
誉
な
い
。
（
夫
導
入
郵
命
研
謂
聖
二
二
。
1
泣
遙
遊
篇
註
。
婦
人
者
、
無
心
両
順
物
者
也
。
i
入
園
糠
篇
註
。
）
幅
出
統
禦
獲
が
最

高
の
政
治
的
倫
理
的
入
格
と
す
る
聖
入
を
、
こ
の
檬
な
荘
子
的
究
寛
考
－
紳
人
も
し
く
は
至
人
と
し
て
性
格
づ
け
る
の
で
あ
る
。

　
　
こ
こ
で
我
国
は
郭
象
が
既
に
蓮
べ
た
如
く
個
物
の
自
得
を
張
調
し
な
が
ら
、
し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
の
個
物
の
自
得
に
究
極
の
世
界
を
考

　
へ
す
に
、
更
に
個
物
の
自
得
を
自
得
と
し
て
威
り
立
た
し
め
る
普
遍
者
・
究
尭
潜
を
考
へ
て
る
る
黙
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
、
も
と

　
一
毫
子
に
お
い
て
至
人
と
云
ひ
紳
入
と
云
ふ
場
合
、
そ
れ
は
あ
く
迄
個
物
の
絶
封
性
の
自
暴
に
お
い
て
到
達
さ
る
べ
き
究
党
の
境
地

　
で
あ
り
、
個
人
の
主
盤
性
に
細
い
て
實
現
さ
る
べ
き
最
高
の
人
絡
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
冠
物
（
自
己
）
の
悟
蓬
の
外
に
（
或
は
上
に
）

　
普
遍
者
・
究
尭
考
の
悟
蓬
が
あ
る
の
で
は
な
し
に
、
個
物
の
悟
達
が
そ
の
ま
ま
普
遍
者
。
究
寛
者
の
悟
達
な
の
で
あ
」
り
、
自
己
が
普
遍

　
者
・
究
尭
者
と
な
る
の
で
あ
っ
た
。
蕪
子
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
己
が
、
そ
の
ま
ま
普
遜
者
・
究
立
者
た
る
べ
き
存
在
と
し
て

考
へ
ら
れ
て
る
る
の
で
あ
・
。
そ
し
を
蓬
華
の
慧
の
徽
潔
し
稿
会
立
崇
禁
酬
（
欝
の
の
鍛
糠
雛
羅
鵬
⑳
縦

盤
欝
駈
誘
驚
罐
甘
露
踊
蕎
顎
）
馨
郭
餐
あ
黛
個
人
の
毒
習
讐
威
翻
す
る
華
棄
の
焚
（
至

　
人
）
左
、
最
高
の
政
治
的
人
格
と
し
て
肚
會
的
に
杷
鳴
す
る
。
彼
に
語
い
て
荘
子
の
悪
人
（
至
入
V
は
裟
か
儒
家
的
な
聖
人
で
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
聖
入
と
は
本
來
「
己
を
修
め
、
人
左
治
め
る
」
存
在
な
の
で
あ
る
。
彼
に
お
い
て
は
融
人
も
亦
「
入
を
治
め
る
し

　
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
で
郭
象
の
紳
人
が
聖
入
－
人
を
治
め
る
最
高
の
政
治
的
入
食
、
す
べ
て
の
個
物
を
統
べ
る

　
超
越
者
と
し
て
血
路
づ
け
ら
れ
る
時
、
そ
れ
が
も
は
や
荘
子
本
本
の
歌
人
と
は
異
っ
た
性
格
の
も
の
と
な
る
事
は
云
ふ
迄
も
あ
る
ま

　
い
。
と
共
に
、
そ
れ
は
一
切
存
在
の
福
沸
的
な
根
底
を
否
定
す
る
彼
の
存
在
論
－
無
の
解
繹
一
と
も
抵
齢
し
て
來
る
で
あ
ら
う
。
彼
は

　
　
　
郭
隈
狸
の
群
脚
灘
」
解
…
鯉
脚
（
幽
兀
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
眠
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四
六

　
荘
子
の
無
の
解
繹
に
お
い
て
は
一
癖
存
在
（
宿
）
を
超
越
す
る
如
何
な
る
存
在
を
も
否
定
す
る
立
場
を
と
り
な
が
ら
、
人
聞
の
祉
會
に

　
關
し
て
は
萬
物
を
統
べ
、
一
切
存
在
左
超
え
包
む
超
越
者
と
し
て
の
榊
入
（
聖
人
）
の
存
在
を
肯
定
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
明
か

　
に
…
っ
の
矛
盾
が
あ
る
。
少
く
と
も
～
つ
の
論
理
的
な
爪
微
底
さ
が
あ
る
。
然
し
我
禽
は
こ
の
不
撤
底
さ
の
申
に
こ
そ
む
し
ろ
荘
子
の

　
思
想
を
自
己
の
思
索
の
簸
り
所
と
し
な
が
ら
、
な
ほ
傳
続
的
な
儒
家
の
立
場
を
自
己
の
立
場
と
し
て
み
る
郭
蒙
の
姿
左
看
取
す
べ
き
で

　
あ
ら
う
。
郭
象
は
嬉
野
が
個
人
の
圭
金
的
な
立
場
で
邉
求
し
た
究
尭
的
な
入
闇
の
在
り
方
を
、
彼
の
批
會
的
關
心
と
彼
の
時
代
の
政
治

　
的
要
講
の
中
で
新
し
く
性
格
づ
け
て
る
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
荘
子
の
思
想
を
威
立
せ
し
め
た
個
入
約
融
會
的
基
盤
と
郭
象

　
の
思
議
的
立
場
を
亥
へ
る
そ
れ
と
の
相
異
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。
私
が
初
め
（
第
一
章
）
に
網
羅
の
思
想
形
成
の

　
基
盤
の
問
題
に
一
感
鰯
れ
て
お
い
た
の
も
、
こ
の
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
か
つ
潅
。

　
そ
れ
な
ら
ば
、
無
心
と
い
ひ
物
と
謝
す
る
と
い
ひ
、
無
方
宝
探
と
い
ふ
の
は
如
何
な
る
事
か
。
そ
れ
は
ま
た
如
何
に
し
て
究
党
者
一
聖

入
一
の
在
り
方
で
あ
り
得
る
の
か
。

　
　
無
心
と
は
物
と
著
て
（
罷
業
と
）
天
下
（
撒
）
旨
己
妻
立
す
器
物
を
も
莫
な
漆
で
あ
・
な
。
天
幾
物
の
慧
に
立
っ

て
、
そ
の
玄
戦
端
）
と
盛
護
る
奪
遜
辞
。
そ
段
、
採
薪
は
如
何
な
る
限
定
を
も
持
論
い
蛙
芳
と
し
て
、
葛
の
有

方
（
限
定
を
も
つ
た
も
の
）
癒
じ
／
し
ゅ
く
素
累
る
。
（
灘
論
）

　
　
颪
、
己
れ
に
集
る
者
（
自
己
の
立
場
を
箇
観
す
る
者
）
は
、
す
べ
て
の
物
と
豪
し
、
す
べ
て
の
物
籏
っ
て
ゆ
く
護
、
物
爵
立
す
棄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ご

　
が
な
い
。
だ
か
ら
、
物
と
冥
す
る
者
は
無
心
に
一
切
存
在
に
順
ひ
、
麗
だ
物
に
感
か
さ
れ
て
動
く
だ
け
で
、
自
ら
動
く
と
い
ふ
纂
を
し

秩
の
で
あ
る
。
（
融
髄
遊
）

　
　
憂
、
物
蓑
と
し
一
切
の
楚
糖
っ
て
ゆ
く
者
の
み
が
、
常
旨
轟
碍
で
無
父
翻
墨
引
）
で
蒙
豪
選
る
Q
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
ナ

無
待
の
人
は
塁
と
封
価
す
る
一
切
の
存
奮
遺
れ
て
、
込
物
と
そ
の
嘉
と
轟
轟
の
根
源
奪
い
／
し
書
す
る
の
で
あ
る
。
愈

　
郭
象
に
お
い
て
無
心
と
は
轟
轟
に
自
己
と
封
立
す
る
何
物
を
も
持
た
な
い
票
で
あ
り
、
　
一
品
存
在
を
一
切
存
在
と
し
て
包
容
す
る
事
で
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あ
っ
た
。
そ
れ
は
自
己
と
封
要
す
る
何
物
を
も
持
た
な
い
か
ら
萬
物
を
超
え
て
あ
り
、
　
【
切
存
在
を
一
切
存
在
と
し
て
包
容
す
る
か
ら
萬

物
と
離
れ
る
こ
と
が
な
い
。
無
心
と
は
何
物
に
も
と
ら
は
れ
す
何
物
に
も
鷹
じ
得
る
境
地
、
何
物
に
も
依
存
せ
す
何
物
を
も
包
容
す
る
原

理
で
あ
る
。
郭
象
は
無
心
の
こ
の
檬
な
何
．
物
に
も
依
存
し
な
い
玉
髄
性
を
無
待
と
し
て
理
解
し
、
無
心
の
こ
の
愚
な
何
物
を
も
苞
容
す
る

普
遍
性
を
無
方
と
し
て
設
明
す
る
。
彼
に
お
い
て
無
心
は
ま
た
無
畏
で
あ
り
、
無
毒
は
ま
た
無
方
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
無
心

が
何
物
に
も
依
存
せ
す
何
物
を
も
包
容
す
る
究
党
者
の
境
地
で
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
は
如
何
に
し
て
可
能
な
の
で
あ
ら
う
か
。
郭
象
は
そ

れ
を
物
と
冥
す
る
審
に
お
い
て
論
明
す
る
。
物
と
冥
す
る
と
は
玄
詞
す
る
脇
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ

　
　
物
が
み
な
そ
れ
ぞ
れ
自
已
を
是
と
す
れ
ば
、
す
べ
て
の
物
は
是
で
な
い
も
の
は
な
い
。
ま
逸
物
が
み
な
そ
れ
ぞ
れ
他
者
を
彼
と
す
れ

　
ば
、
す
べ
て
の
も
の
は
彼
で
な
い
も
の
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
す
べ
て
の
物
が
彼
で
な
い
も
の
は
な
い
と
い
ふ
黙
か
ら
す
れ
ば
、
世
の
中

　
　
こ
れ

　
に
是
で
あ
る
も
の
は
な
い
癖
に
な
り
、
す
べ
て
の
物
が
是
で
な
い
も
の
は
な
い
と
い
ふ
霜
か
ら
す
れ
ば
、
世
の
中
に
彼
で
あ
る
も
の
は

秩
謹
な
る
。
玄
同
毒
あ
禁
彼
も
な
く
是
も
秩
立
場
鑑
払
つ
慧
あ
る
。
（
儲
蔀
論
）

　
　
　
　
　
　
　
　
ゼ

　
　
一
禮
、
自
己
を
是
と
し
他
者
を
非
と
す
る
の
は
物
の
選
界
の
常
態
で
あ
る
が
、
そ
の
自
己
の
是
が
果
し
て
面
謝
の
是
で
あ
る
な
ら
ば

　
批
の
中
に
之
を
非
と
す
る
者
は
な
い
筈
で
あ
の
、
そ
の
他
者
の
非
が
愚
老
の
舞
で
あ
る
な
ら
ば
、
世
の
中
に
之
を
是
と
す
る
者
は
な
い

　
筈
で
あ
る
。
然
し
現
實
に
は
自
己
の
是
は
他
者
に
よ
っ
て
非
と
せ
ら
れ
、
他
門
4
3
の
是
は
自
己
の
非
と
す
る
所
で
あ
る
か
ら
、
是
と
か
非

と
か
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
要
す
る
霜
認
で
あ
り
、
鋸
的
で
あ
る
磐
、
實
は
是
も
な
く
非
も
秩
の
で
あ
る
。
（
齊
物
諭
篇
註
）

　
破
と
是
・
是
と
非
、
総
じ
て
大
と
小
・
長
と
短
・
美
と
醜
・
賢
と
愚
・
善
と
悪
等
々
、
物
の
世
界
に
威
目
す
る
一
切
の
差
闘
と
封
立
は

要
す
る
に
相
輪
的
で
あ
む
、
そ
れ
ら
が
相
封
的
で
あ
る
限
り
、
眞
に
在
る
も
の
（
絶
封
的
な
る
も
の
）
は
、
そ
の
相
野
性
を
超
え
る
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゼ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
已
れ
を
是
と
し
他
を
葬
と
す
る
事
は
立
場
を
他
に
移
せ
ば
他
が
是
で
己
れ
が
非
と
さ
れ
る
事
で
あ
る
。
是
と
非
と

は
相
封
的
な
も
の
で
、
こ
の
相
封
性
を
超
克
す
る
た
め
に
は
、
是
で
も
な
く
非
で
も
な
い
と
い
ふ
立
場
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
玄
同
．
ア
る

と
は
こ
の
是
も
な
く
非
も
な
い
立
場
に
立
つ
事
で
あ
る
。
是
も
な
く
非
も
な
い
と
い
ふ
立
場
に
立
っ
て
こ
そ
は
じ
め
て
是
と
典
と
を
超

　
　
　
郷
騨
薙
か
の
蕪
｝
ナ
解
礁
廿
（
庸
冗
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
P
七
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繭
購

え
、
是
と
非
と
髪
包
む
こ
と
が
出
來
る
の
で
あ
る
。

　
　
こ
の
故
に
小
と
大
と
惹
統
ぶ
る
も
の
は
、
小
で
も
な
く
大
で
も
な
い
も
の
、
死
と
生
と
を
統
ぶ
る
も
の
は
死
も
な
く
生
も
な
い
立
場

　
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
小
で
も
な
く
大
で
も
な
い
境
地
に
遊
ぶ
者
は
無
窮
者
で
あ
夢
、
死
も
な
く
生
も
な
い
境
地
に
冥
合
す

る
誉
無
讐
で
あ
・
。
（
篇
註
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
物
と
輿
す
る
一
玄
註
す
る
一
と
は
、
こ
の
嫌
な
物
の
世
界
の
相
落
性
の
根
源
一
一
切
存
在
の
差
別
と
封
立
を
超
兇
包
む
絶
封
の
一
i
に

立
つ
纂
で
あ
る
。
す
べ
て
個
物
は
大
で
あ
る
か
小
で
あ
る
か
、
賢
で
あ
る
か
愚
で
あ
る
か
等
々
限
定
を
も
つ
存
在
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の

限
定
は
そ
れ
ぞ
れ
の
個
物
に
と
っ
て
自
然
で
あ
り
、
絶
封
で
あ
る
が
、
こ
の
大
と
小
、
こ
の
賢
と
愚
左
統
べ
る
た
め
に
は
、
大
で
も
な
く

小
で
も
な
く
、
そ
れ
故
に
大
で
も
あ
沿
小
で
も
あ
参
得
る
立
場
、
賢
で
も
な
く
愚
で
も
な
く
そ
れ
故
に
賢
と
愚
と
に
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
所
を

得
し
め
る
立
場
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
玄
同
と
は
こ
の
檬
な
大
で
も
な
く
小
で
も
な
く
、
大
で
も
あ
の
小
で
も
あ
る
立
場
に
立
つ
纂
で
あ

る
。
物
と
熱
す
る
と
は
こ
の
様
な
続
一
二
の
原
瑳
で
あ
り
、
豊
漁
者
の
境
地
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
郭
象
は
ま
だ
こ
の
露
な
普
遍
箸
統
一
者

の
境
地
を
形
象
概
念
を
超
え
π
世
界
と
し
て
把
握
す
る
。

　
　
一
膿
、
あ
る
纂
を
宜
し
い
と
論
明
す
る
場
合
、
そ
の
論
明
の
根
抵
に
は
宜
し
い
と
論
明
さ
れ
な
い
多
く
の
も
の
が
残
さ
れ
る
で
あ
ら

　
う
。
だ
か
ら
宜
し
い
と
説
明
す
る
慕
が
な
け
れ
ば
、
宜
し
い
と
論
明
さ
れ
な
い
も
の
が
残
さ
れ
る
纂
も
な
い
で
あ
ら
う
。
宜
し
い
と
論

　
明
さ
れ
な
い
も
の
が
残
さ
れ
な
け
れ
ば
、
　
一
切
は
み
な
宜
し
い
と
い
ふ
琳
に
な
る
。
一
切
が
み
な
宜
し
け
れ
ば
、
宜
し
い
と
い
ふ
審
さ

へ
な
く
な
る
で
あ
ら
・
。
（
盤
符
）

　
凡
そ
形
象
概
念
は
何
か
を
何
か
で
あ
る
と
限
定
す
る
事
を
本
質
と
す
る
。
然
し
何
か
を
何
か
で
あ
る
と
限
定
す
る
纂
は
隈
定
さ
れ
な
い

多
く
の
も
の
を
痩
す
と
い
ふ
墨
で
あ
る
。
限
定
さ
れ
た
も
の
の
背
後
に
は
常
に
限
定
さ
れ
な
い
普
遜
者
が
あ
る
。
形
象
概
念
は
そ
れ
が
如

何
に
精
緻
で
あ
ら
う
と
も
こ
の
普
蓬
者
を
限
定
し
混
く
す
喜
は
出
愚
な
い
。
だ
か
ら
普
賢
者
は
常
に
形
象
概
念
を
超
え
、
形
象
概
念
の
否

定
さ
れ
た
駈
に
普
蓬
田
が
普
癒
者
と
し
て
あ
ら
は
れ
る
の
で
あ
る
。
澱
〔
に
在
る
も
の
は
形
象
概
念
左
超
え
て
在
る
。
郭
象
に
お
い
て
翼
に
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在
る
も
の
は
形
象
と
し
て
捉
へ
る
纂
も
概
念
に
よ
っ
て
論
議
し
盤
く
す
事
も
出
來
な
い
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
郭
蒙
に
お
い
て
無
方
無
待
の
究
寛
者
の
立
場
は
、
飼
か
で
あ
る
の
で
は
な
く
て
何
も
の
で
も
な
い
立
場
、
何
も
の
で
も
な
く

て
何
も
の
で
も
あ
渉
得
る
立
場
で
あ
夢
、
そ
れ
は
形
象
概
念
を
趨
え
た
世
界
と
し
て
求
め
ら
れ
て
み
る
の
で
あ
る
。
一
郭
象
に
語
い
て
無
心

と
は
こ
の
様
な
何
も
の
で
も
な
く
て
何
も
の
で
も
あ
む
得
る
こ
と
で
あ
っ
た
Q
そ
し
て
聖
人
と
は
こ
の
檬
な
無
心
者
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ

か
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
下
潮
の
聖
人
－
無
心
者
、
物
と
冥
す
る
者
、
無
方
者
、
無
骨
者
1
が
大
禮
以
上
の
如
き
壽
で
あ
る
と
す
る
時
、

こ
の
檬
な
彼
の
聖
人
の
性
格
づ
け
を
特
徴
づ
け
て
る
る
も
の
は
何
で
あ
ら
う
か
。
我
汝
は
そ
こ
に
「
も
の
」
と
し
て
の
聖
人
で
な
く
、

「
は
た
ら
き
」
と
し
て
の
聖
人
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
彼
の
企
闘
を
容
易
に
看
取
し
得
る
で
あ
ら
う
。
郭
象
に
嘉
い
て
聖
人
と
は
名
（
概

念
）
に
よ
っ
て
捉
へ
う
る
も
の
、
形
象
に
お
い
て
論
明
さ
れ
得
る
存
在
で
は
な
く
て
、
　
一
切
の
室
聞
を
包
み
、
あ
ら
ゆ
る
時
間
を
超
え
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
ら
　
　
　
し
　
　
　
も
　
　
　
ぬ
　
　
　
り
　
　
　
も
　
　
　
も

す
べ
て
の
存
在
に
罪
す
る
は
た
ら
き
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
引
入
は
「
遊
」
で
は
な
く
て
「
所
以
迩
」
な
の
で
あ
る
。

　
　
徳
は
焚
の
奪
、
焚
と
塞
す
る
質
（
迩
と
し
て
あ
ら
は
馳
る
日
ほ
た
ら
壱
こ
て
の
・
も
の
）
で
あ
る
。
（
鱗
）

　
　
　
　
　
の
っ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
　
　
セ
　
　
も
　
　
し
　
　
も
　
　
わ

　
　
聖
人
に
法
る
者
は
そ
の
遽
に
法
っ
て
み
る
に
す
ぎ
な
い
。
迩
は
既
往
の
も
の
で
あ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
麺
化
に
慮
す
る
は
た
ら
き
そ
の

　
し
　
　
や

　
も
の
で
は
な
い
。
既
往
の
述
に
と
ら
は
れ
て
千
憂
萬
化
す
る
現
費
に
霞
由
に
封
慮
し
ょ
う
と
し
て
も
、
必
ず
ゆ
き
つ
ま
の
が
生
す
る
で

あ
ら
・
。
蕪
）

　
　
　
髄
、
有
虞
氏
と
か
泰
氏
と
か
済
っ
て
古
の
聖
人
を
奪
重
し
て
も
、
そ
れ
ら
は
み
な
彼
等
が
世
左
活
め
た
迩
を
と
ら
へ
て
名
づ
け
た

　
も
の
に
猿
か
な
ら
な
い
。
述
は
あ
く
ま
で
遊
で
あ
っ
て
毒
す
る
所
以
で
は
な
い
。
塾
す
る
所
以
の
も
の
は
蓬
の
無
い
も
の
で
あ
り
、
泌

の
無
い
も
の
浜
名
言
よ
・
が
秩
の
で
あ
る
。
（
懸
帝
黒
篇
註
）
　
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
カ
　
　
も
　
　
し
　
　
う
　
　
む

　
郭
象
に
お
い
て
聖
人
と
は
一
塁
す
る
所
…
以
一
名
づ
け
る
審
も
形
と
し
て
捉
へ
る
纂
も
出
來
ぬ
一
は
だ
ら
き
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
仁
と
い
ひ

著
い
ひ
、
磐
い
ひ
樂
と
い
ひ
、
世
人
愚
人
の
道
徳
規
讐
し
て
璽
一
切
の
も
の
は
、
あ
庭
ら
き
そ
の
も
窪
名
（
二
葉
）
に
よ
っ

て
論
明
し
、
形
と
し
て
捉
へ
海
鳴
に
す
貯
、
な
い
。
述
は
圃
定
と
停
滞
と
枯
潟
の
原
理
で
あ
る
。
聖
人
の
徳
は
そ
れ
が
無
爲
で
あ
ら
う
と
無
心

　
　
　
廓
募
の
卵
批
電
槽
群
搬
瞥
（
ψ
兀
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鶴
九
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1
で
あ
・
・
壷
な
る
懲
と
し
壷
讐
れ
・
隷
、
全
く
；
の
蒸
す
ぎ
毯
の
で
あ
る
。
（
纏
鱗
長
齢
礎
雛
重
縫
鰭
．

　
　
墾
豫
）
聖
会
庭
ら
き
毯
と
し
て
讐
禁
ら
も
、
そ
の
は
た
ら
享
の
も
の
は
迩
す
る
所
以
と
し
ノ
・
禁
る
葺
く
書
暴

　
　
な
く
｝
切
の
室
間
に
わ
た
り
、
」
切
の
時
聞
を
起
え
て
鐵
に
新
た
な
の
で
あ
る
。
郭
象
の
聖
入
は
無
爲
一
番
心
一
の
盤
得
者
で
あ
っ
た

　
　
が
、
そ
の
無
爲
一
無
心
一
は
、
は
海
ら
き
そ
の
も
の
i
無
名
一
と
し
て
捉
握
さ
れ
て
る
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
我
汝
は
老
荘
の
無

　
　
名
に
封
ず
る
彼
の
解
繹
の
新
し
い
展
開
を
指
摘
す
る
纂
が
出
血
る
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
註
（
エ
）
　
郭
象
は
勿
論
こ
の
歪
な
楽
人
の
存
准
を
も
自
然
に
よ
っ
て
説
明
す
る
。
「
癖
人
は
特
り
自
然
の
妙
弼
蝸
を
稟
δ
し
も
の
の
み
。
」
（
毒
筆
遊
篇
註
）

　
　
　
　
　
　
「
そ
れ
山
稼
ひ
と
り
自
然
の
鍾
氣
を
棊
く
。
故
に
能
く
衆
太
・
の
傑
だ
る
の
み
。
　
能
く
目
し
て
之
を
得
る
に
慮
る
な
り
。
」
「
判
り
慮
然
の
正
氣
を
受

　
　
　
　
　
　
く
る
鵡
禰
は
至
っ
て
稀
な
り
、
下
は
唯
」
松
願
、
」
∴
は
聰
一
人
♪
の
る
の
み
O
」
（
徳
充
符
集
註
）

　
　
　
　
註
（
2
）
　
郭
募
の
こ
の
様
な
思
想
は
彼
の
蕪
子
註
の
各
所
に
見
ら
れ
る
が
、
　
モ
れ
を
最
も
よ
く
現
は
し
て
み
る
の
は
、
彼
の
論
語
盤
略
（
爲
政
篇
）
の

　
　
　
　
　
　
「
徳
」
を
萬
物
の
得
牲
と
し
、
「
政
」
を
萬
物
の
性
を
得
し
め
る
葱
だ
と
す
る
そ
の
解
離
で
あ
ら
う
。
蕪
浄
誼
遙
遊
細
蟹
に
「
鍬
入
と
は
萬
物
が
権

　
　
　
　
　
　
を
得
る
赫
・
だ
」
と
い
ふ
一
句
が
あ
る
。

　
　
　
　
識
（
3
）
拙
稿
「
莚
周
の
遊
に
つ
い
て
」
（
支
那
學
第
＋
二
奮
、
三
・
四
號
）
滲
照
。

四

　
ざ
て
以
上
私
∵
は
西
暦
末
期
の
説
得
と
素
量
の
シ
ナ
砒
會
に
生
き
た
郭
象
の
問
題
が
、
自
己
と
世
界
の
存
在
根
櫨
、
悲
し
み
な
く
憂
な
き

入
間
の
安
ら
ぎ
の
生
活
、
紫
立
と
闘
事
の
超
克
さ
れ
た
孕
和
な
砒
魯
及
び
そ
の
露
岩
に
冷
け
る
究
尭
煮
i
聚
人
！
の
、
探
求
に
あ
っ
’
・
溝
纂
、

そ
し
て
彼
の
蕪
子
注
は
蕪
子
を
媒
介
と
す
る
こ
の
檬
な
照
影
に
勤
す
る
彼
の
恩
索
の
成
果
に
ほ
か
な
ら
す
、
そ
れ
は
老
荘
の
無
爲
自
然
に

封
ず
る
自
得
な
い
し
無
心
の
哲
學
と
し
て
の
新
し
い
意
義
づ
け
と
膿
系
的
な
把
握
に
お
い
て
、
當
時
の
老
害
學
に
一
歩
を
進
め
る
も
の
．
で

あ
っ
完
慕
を
、
霊
と
し
て
彼
の
「
無
」
「
無
量
」
「
無
名
し
の
解
繹
に
よ
っ
て
考
察
し
て
み
％
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
な
ら
ば
こ
の
檬
な
彼
の

蕪
子
解
…
糠
一
蕪
子
を
媒
介
と
す
る
彼
の
思
想
1
は
シ
ナ
思
想
の
歴
愛
に
お
い
て
如
飼
な
る
地
位
を
占
め
、
如
何
な
る
意
難
〃
左
捲
ふ
の
で
あ
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ら
う
か
、
最
後
に
私
は
こ
れ
に
器
す
る
二
三
の
黙
を
附
記
す
る
票
に
よ
っ
て
こ
の
小
論
の
結
び
に
代
へ
た
い
と
思
ふ
。

第
一
に
注
賦
さ
れ
る
の
は
、
彼
の
荘
子
解
繹
が
荘
子
的
な
恩
想
に
よ
る
儒
家
思
想
の
革
新
も
し
く
は
深
化
、
特
に
荘
子
的
な
究
二
者
に

よ
る
儒
家
的
聖
人
の
新
し
い
性
格
づ
け
に
語
い
て
、
シ
ナ
思
想
の
展
開
の
上
に
一
つ
の
謝
期
的
な
地
位
を
占
め
て
み
る
慕
で
あ
る
。
醜
に

逓
べ
疫
如
く
儒
家
思
想
は
漢
窯
手
空
の
シ
ナ
就
會
の
凱
離
の
中
で
、
そ
の
成
立
基
盤
を
根
底
か
ら
ゆ
す
ぶ
ら
れ
る
自
ち
の
姿
を
見
出
さ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
。
邸
ち
一
方
に
謡
い
て
儒
家
的
學
問
敏
養
が
も
は
や
そ
の
ま
ま
現
費
の
利
藤
と
結
び
つ
か
ぬ
と
い
ふ
赴
會
的
條
件
の
層

化
の
中
で
、
他
方
ま
た
本
鯖
政
治
倫
理
の
敏
説
と
し
て
の
儒
家
思
想
が
危
機
に
誇
け
る
人
聞
精
紳
の
内
面
的
超
克
に
殆
ん
ど
寄
興
し
得
ぬ

と
い
ふ
思
想
そ
の
も
の
の
限
界
性
に
誇
い
て
、
そ
れ
は
自
ら
の
無
力
を
自
警
す
る
と
共
に
そ
の
革
新
と
深
化
の
路
を
他
の
思
想
の
勉
櫨
に

見
出
さ
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
か
つ
陀
の
で
あ
る
。
　
（
事
情
は
多
少
異
る
が
我
汝
は
之
を
宋
學
の
搬
つ
た
思
想
愛
的
課
題
と
比
較
し
て
考
へ
る

禦
が
出
來
よ
う
Q
）
　
そ
し
て
こ
の
趨
勢
は
こ
れ
も
既
に
誉
れ
た
如
く
、
王
弼
・
何
嬰
の
思
想
的
立
場
に
既
に
指
摘
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
っ

た
が
、
魏
・
酉
晋
髭
経
て
そ
の
末
期
を
生
き
た
郭
象
に
至
っ
て
一
慮
の
結
實
を
見
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
の
郭
象
は
魏
晋
に
誇
け
る

儒
家
思
想
と
熱
型
思
想
の
調
和
と
融
合
の
趨
勢
の
一
襟
帯
と
し
て
巻
筆
末
期
に
位
置
す
る
と
共
に
、
シ
ナ
思
想
が
漸
く
佛
教
思
想
と
轡
接

に
交
渉
し
は
じ
め
る
次
の
東
晋
時
代
と
界
を
接
す
る
事
に
黒
い
て
一
つ
の
畑
鼠
す
べ
き
思
想
皮
的
意
義
を
捲
っ
て
み
る
の
で
あ
る
。
郭
象

の
懸
は
先
業
ら
漢
魏
潅
て
愚
輩
薫
る
本
星
な
（
無
数
患
想
と
交
渉
を
も
つ
以
し
着
り
の
）
・
ナ
懸
が
、
棄
的
な
・
ナ
懸
と
し
て
展
開
し
た
一
鷹

の
完
結
を
示
す
も
の
と
し
て
、
何
よ
り
も
シ
ナ
的
な
思
想
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
第
二
は
彼
の
老
蕪
解
繹
が
、
東
晋
以
後
の
佛
敏
思
想
の
受
容
…
－
講
義
佛
敏
一
に
賜
い
て
果
し
距
そ
の
大
き
な
思
想
的
役
割
で
あ
る
。
上

蓮
の
如
く
、
郭
象
の
蕪
子
解
繹
は
老
心
（
荘
子
）
の
「
無
」
「
無
二
」
「
無
名
し
等
の
解
義
に
お
い
て
、
す
で
れ
た
立
場
と
把
擬
を
示
す
も

の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
「
無
」
「
無
爲
」
「
無
名
」
の
解
繹
に
誇
け
る
彼
の
思
惟
と
論
理
は
、
そ
の
ま
ま
格
義
佛
教
…
老
蕪
思
想
に
よ
る
佛

敏
敏
理
の
理
解
と
解
繹
1
に
鳶
け
る
シ
ナ
佛
鼻
血
の
思
惟
と
論
理
を
支
へ
て
る
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
郭
象
に
語
い
て
無
と
は
有
の
原
因

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

と
し
て
無
と
い
ふ
本
雛
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
有
の
原
因
と
な
る
も
の
は
釘
も
無
い
と
い
ふ
事
で
あ
り
、
無
職
と
な
痢
も
爲
な
い
事
で
は

　
　
　
郭
懸
ゆ
の
荘
四
摩
解
礫
腎
へ
め
兀
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
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哲
學
研
究
　
第
四
百
二
十
置
雛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二

な
く
て
、
す
べ
菱
愚
蒙
嶺
て
爲
す
と
塗
薬
雪
、
そ
の
無
名
は
形
（
感
動
的
な
る
も
の
）
や
名
（
謬
を
超
え
拠
窪
ら
き
そ
の
も
の

と
し
て
の
究
尭
港
を
論
明
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
は
そ
の
ま
ま
聖
画
に
お
け
る
「
室
」
・
「
般
若
」
「
墨
銀
し
等
の
解
繹
と
理
解

を
培
意
想
漿
醤
ほ
か
蒼
な
か
っ
た
。
（
我
々
は
そ
れ
を
蝋
W
象
に
お
く
る
る
齋
ザ
隔
日
年
無
、
抑
無
一
日
士
小
棚
湖
の
す
ぐ
れ
た
佛
敬
畢
徒
長
鑑
の
佛
・
玖
数
理
の
理
思
川
と
継
手
瞥
の
巾
・
に
何
よ
り
も
よ
く
蓮
づ
け
る
婁
が
空
眠
一
る
で
あ
ら
う
O
　
（
粧
ユ
）
）
郭

象
の
荘
子
解
繹
は
儒
家
思
想
と
老
荘
思
想
の
調
和
と
融
合
、
本
館
的
な
シ
ナ
思
想
の
一
つ
の
完
成
さ
れ
た
形
と
し
て
恩
想
皮
的
意
義
を
搬

ふ
と
共
に
本
來
的
な
シ
ナ
思
想
と
馬
橋
的
な
佛
敏
思
想
の
調
和
と
融
合
に
お
い
て
も
襟
脚
な
思
想
史
的
役
割
左
果
し
て
み
る
の
で
あ
る
。

　
第
三
に
郭
話
の
思
想
が
儒
家
思
想
と
老
薙
思
想
と
の
調
和
と
融
合
の
上
に
威
の
立
ち
、
そ
の
威
立
の
時
期
が
本
來
的
な
シ
ナ
思
想
の
展

開
の
最
後
に
あ
た
っ
て
み
る
纂
か
ら
考
へ
ら
れ
る
様
に
、
彼
の
愚
想
が
あ
る
意
味
で
シ
ナ
恩
想
も
し
く
は
シ
ナ
的
思
惟
の
最
も
根
源
的
な

も
の
を
あ
ら
は
に
し
て
み
る
審
で
あ
る
。
シ
ナ
思
想
の
最
も
根
源
的
な
る
も
の
1
我
汝
は
そ
れ
を
何
よ
り
も
一
切
肯
定
の
精
紳
と
し
て
把

握
す
る
雍
が
繊
溜
る
で
あ
ら
う
。
す
べ
て
存
在
す
る
も
の
は
、
存
在
す
る
だ
け
の
理
由
と
根
櫨
を
も
つ
て
存
在
す
る
。
そ
れ
が
如
何
に
小

で
あ
ら
う
と
醜
で
あ
ら
う
と
、
ま
た
弛
と
び
悪
で
さ
へ
あ
ら
う
と
も
、
す
べ
て
存
在
す
る
も
の
は
肯
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ

も
亦
響
く
、
か
れ
も
亦
好
く
、
高
距
も
亦
好
く
明
日
も
亦
好
く
、
生
も
亦
好
く
死
も
亦
好
い
。
人
聞
と
人
間
の
就
會
の
一
切
も
亦
肯
定
さ

る
べ
き
で
あ
の
、
　
一
切
が
肯
定
さ
れ
る
所
、
人
闇
黒
紳
の
翼
の
自
由
と
解
放
が
あ
る
。
こ
の
檬
な
一
切
肯
定
の
態
度
は
必
然
的
に
入
闘
に

封
ず
る
無
條
件
の
肯
定
と
入
間
性
に
鼓
す
る
絶
封
的
な
信
頼
と
に
そ
の
ま
ま
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
。
シ
ナ
思
想
に
お
い
て
性
善
詮
が
常
に

入
髪
理
解
の
基
調
を
な
し
、
人
聞
と
黒
闇
の
泄
會
に
樹
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
が
常
に
何
ら
か
の
意
味
で
こ
の
基
調
の
上
に
育
て
ら
れ
て

來
完
嘉
も
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
b
そ
し
て
替
蓋
の
思
想
を
そ
の
根
紙
か
ら
最
も
強
く
特
徴
づ
け
、
彼
の
思
想
に
最
も
あ
ら
は
に
凝
集
し

て
み
る
も
の
は
、
こ
の
平
な
一
切
肯
定
の
精
紳
に
ほ
か
な
ら
な
か
つ
海
。
彼
が
コ
尭
と
桀
と
は
自
得
に
お
い
て
均
し
い
」
と
い
ひ
、
「
舞
と

墾
の
二
君
は
お
の
語
の
天
素
を
受
け
て
を
診
、
相
爲
す
薯
が
出
來
な
い
」
と
い
ふ
時
、
そ
れ
は
入
学
の
倫
理
的
實
践
を
さ
へ
存
在
の
自
然

に
逡
離
し
よ
う
と
す
る
彼
の
徹
底
し
た
一
切
肯
定
を
最
も
よ
く
表
現
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
勿
論
そ
こ
に
は
醜
に
東
天
の
支
払
林
が
彼
を

批
制
し
て
み
る
讐
（
鎧
灘
懸
喉
）
、
入
羅
紳
の
圭
矯
な
叢
薄
讐
解
す
る
多
く
の
鰻
が
馨
れ
て
ゐ
・
で
あ
ら
・
・



然
し
郭
象
が
無
心
者
と
し
て
把
握
す
る
そ
の
究
寛
的
人
間
一
聖
入
i
の
自
然
存
在
性
を
節
し
い
主
騰
的
實
践
に
置
き
か
へ
る
時
、
我
汝
は

そ
こ
に
唐
末
五
代
宋
の
シ
ナ
灘
が
必
死
に
追
求
し
た
あ
の
究
寛
的
入
閤
一
解
撃
壌
一
の
姿
を
そ
の
ま
ま
見
出
す
慕
が
属
來
る
の
で
は
な
か

ら
う
か
。
「
日
日
是
妊
日
」
と
い
ひ
、
「
不
三
島
惑
」
と
い
ひ
、
「
即
副
帥
佛
」
と
い
ふ
そ
の
究
寛
者
の
境
地
は
、
そ
の
ま
ま
郭
象
に
お
け

る
究
寛
者
i
無
心
者
一
の
境
地
で
も
あ
っ
た
。
郭
象
は
そ
れ
を
た
だ
自
然
と
し
て
捉
へ
て
る
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
自
然
」
が
人

聞
の
高
く
嚴
し
い
圭
膿
性
に
お
い
て
煙
毒
さ
れ
る
斜
め
に
は
彼
以
後
数
百
年
の
シ
ナ
思
想
皮
が
必
要
で
あ
っ
た
。
地
象
の
思
想
は
こ
の
黙

に
お
い
て
も
ま
拒
看
過
す
べ
か
ら
ざ
る
思
想
史
的
意
義
を
捲
っ
て
み
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
完
）

　
註
（
1
）
　
こ
の
鮎
に
就
い
て
は
拙
稿
「
偲
肇
と
老
莚
思
想
i
郭
募
と
俗
雌
一
」
（
京
大
人
滋
強
學
研
究
所
編
「
蜷
論
の
研
究
」
所
思
）
の
論
瀬
野
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
九
五
三
・
四
・
二
〇
稿
1
五
隅
．
三
・
五
敢
稿
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
　
大
阪
府
立
北
野
高
等
學
絞
敏
隷
）
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unchangiRgly　since　tlae　ancient　Greece，　has　become　a　question　through

the　revelation　of　it’s　own　unseen　essence　ae　the　time　of　the　ful£ilment　of

this　essence，　and　the　question　has　thus　become　the　thinker’s　“　existence　”．

And　hence　the　probiem　of　the　“Be”．

　　　　：’〈’　On　1“io一一1’lsia・ng’s　li｝t・e｝’pretation　of　ChLiangtzti　：’

　　　　　　　　espe　ei　a］　！y　coneernin，．E　c‘　NETu　”，　‘c　NV　tt　wei　”

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　a瓢1　“　NV資　min9”

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ry　Mitsuji　Fukimaga

　　The　paper　aimas　to　deal　writh　tlie　thought　of　1〈uo一｝lsiang　（S，ff）ge．）　who

forms　a　conspicuous　peak　ln　the　history　og　Lao£ztVi－Chuangtzr“i　School　during

Wei　and　Chin　Eras，　consldering　net　lease　of　all　what　the　social　basis　for

the　fiormation　of　his　thou．ff．ht　meant　；　among　his　worl〈s　preference　had　in

thls　study　to　be　naturally　glven　to　his　main　work　：　‘　Notes　on　the　Chuang一

拡ポ（蕪子註）．　According　to　the　writer　of　th呈s　paper　K：uo－Hsian菖’s

achlevement　in　genera1　is　found　in　his　original　re－statemeltt　of　the　tradi－

tionai　Confucianism　in　the　lig．ht　o£　the　thought　o£　IZ，aotzit－Chuangtzif　School

and圭n　h圭s　new　characterisation　of　the　ConEuciaa‘Shang　jen’（聖人）by

way　of‘Sh触1蝕’（瀞人）or‘Chih　j甑’（至人）of　ChuangtzU；in　the

present　paper　tlae　writer　concentrates　mainly　upon　Kuo－Hsiang’s　lnterpre－

tations　o至‘Wlゴ（無），‘Wu　wei’1、無爲）and‘Wu　ming’（無名），　those

fundamental　t’hemes　of　cliscussion　in　the　Laotzrk－Chuan．ny．tat“i　School　dttring

Wei　and　Chin　Eras．

　　In　Kuo・・Hsiang　‘Wu’　was　re－int’erpreted　from　his　own　ontological

standpoint　pantheistically　as　against　the　transcendental　interpretatio”　o£

it　during　the　time　previous　to　his　；　and　Chuangtzr“i’s　‘　Wu　wei　’　is　under－

stood　by　hlm　not　as‘doing　nothing’in　the　sense　of　non－chalance　but

as‘self－satisfactioガaffirmi訟g　e▽eryth圭n9（‘tz猷§’自得），　while　his‘Wu

ming’　is　grasped　as　the　pure　actien，　beyond　any　form　or　shape，　of　the

z



ultimate　（or　‘Shen　jen’＝‘Cheng　je”n’）．

　　And　it　is　to　be　noted　that　such　interpretations　by　Kuo－Hsiang　o£　‘　Wu’

‘　Wu　wei　’　and　‘　Wu　ming　’　marked　also　the　starting　point　o£　the　deve－

10pment　of　the‘Ko　i’（格義），　or　th〔瓢estatement　of　Bud（】his£ic　thoughts

by　means　of　Laotztt－ChuangtzU’s　line　of　thoughts，　which　gradually　carne

to　feature　as　the　maln　current　o£　Chinese　theught　in　the　Eastern　Chin

and　Stm　Eras．　The　paper　thus　concludes　with　a　brief　observation　on

Kuo－Hsiang’s　significance　in　this　chapter　o£　the　Chinese　histery　c£　ideas．

“S’

@For　the　Japanese　original　of　this　artic！e，　see　Voi．　XXXVII，　No．2＆3．
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