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抱
朴
子

に
お
け
る

行

外
篇
行
品
篇
を
手
掛
か
り
に

臧

魯
寧

は
じ
め
に

抱
朴
子

外
篇
行
品
篇
で
は

葛
洪
が
人
閒
を
善
惡
に
分
類
し

數
多
く
の
項
目
を
設
け

各
項
目
の
人
閒
像
の
特
徵
を
記
述
し

（１）

て
い
る

先
行
硏
究
で
は

そ
の
分
類
の
基
準
や
方
法

項
目
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
る

石
島
快
隆
は

葛
洪
が
人
閒
を

三
十
九
品
の
善
人

四
十
五
品
の
惡
人
と

善
惡
に
か
ゝ
ら
ぬ

下
人
の
三
品
に
分
類
す
る
と
し

そ
の
考
え
方
を

揚
雄
の
性
三
品
說

に
通
う
も
の

と
し
て
い
る

武
鋒
は
葛
洪
の
分
類
と
性
說
と
の
關
係
に
は
觸
れ
ず
に

下
人
を
一
カ
テ
ゴ
リ
で
な
く

善
惡
の
何
れ

（２）

に
も
屬
さ
な
い
人
閒
の
一
項
目
と
捉
え

合
計
八
十
五
種
の
人
閒
像
が
提
示
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る

ま
た

范
江
濤
は
下
人
に

（３）

は
注
目
せ
ず
善
人
と
惡
人
の
み
に
言
及
し
て
い
る
が

數
十
項
目
の
人
閒
像
の
順
番
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し

聖
人

賢
人

の
特
徵
に
仁
義
道
德
に
對
す
る
言
及
が
見
ら
れ
な
い
の
は
傳
統
的
な
儒
家
思
想
と
異
な
る
と
述
べ
て
い
る

（４）

元
來

孟
子
の
性
善
說
や
荀
子
の
性
惡
說

揚
雄
の
善
惡
混
同
說

王
充
の
性
三
品
說
な
ど
の
性
說
は

人
閒
の
本
性
の
善
惡
を
規
定



- 2 -

し
た
上
で

い
か
に
敎
育
や
修
養
を
通
し
て
そ
れ
を
善
の
方
向
へ
回
復
さ
せ
れ
ば
よ
い
か
を
說
く
も
の
で
あ
る

と
こ
ろ
が

本
論
で

（５）

檢
討
し
て
い
く
よ
う
に

抱
朴
子

内
外
篇
で
は

人
閒
の
本
性
を
め
ぐ

て
議
論
す
る
こ
と
に
消
極
的
な
葛
洪
の
態
度
が
目
に
付
き

む
し
ろ
彼
は
人
閒
の
行
爲
そ
の
も
の
に
關
心
を
持

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

ま
た

石
島
氏
の
言
う

善
惡
に
か
ゝ
ら
ぬ

下
人
は

一
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
と
し
て

善
人

と

惡
者

と
同
列
に
扱
う
べ
き
な
の
か

そ
れ
と
も
八
十
五
項
目
の
人
閒
像
の
中
の
一
種
と
捉
え

る
べ
き
な
の
か

も
し
善
惡
と
同
列
に
扱
う
な
ら
ば

善
惡
に
か
ゝ
ら
ぬ

性
質
に
な
ろ
う
が

そ
う
で
な
い
場
合

下
人

と

惡

者

と
は
ど
の
よ
う
な
關
係
が
あ
る
の
か

本
稿
は
上
記
し
た
問
題
意
識
の
下
で

①
行
品
篇
の
分
類
は
性
說
と
關
係
し
て
い
る
か

②
下
人
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
べ
き
か

を
考
察
し

そ
の
上
で

内
外
篇
全
體
を
視
野
に
入
れ

葛
洪
の
善
惡
觀
の
特
徵
を
考
え

魏
晉
時
代
の
人
閒
觀
に
關
す
る
議
論
に
新
た

な
視
點
を
提
供
し
た
い

一

行
品
篇
に
見
え
る
人
閒
の
分
類

行
品
篇
は

葛
洪
と
門
人
と
の
問
答
の
形
式
で
記
述
さ
れ
て
い
る

そ
の
冒
頭
部
分
か
ら

葛
洪
は
僅
か
數
語
で

人
閒
像
の
特
徵
を

ま
と
め
た
後

〇
人
也

と
一
つ
の
人
閒
像
を
定
義
す
る
よ
う
に
締
め
く
く
る

言
及
さ
れ
る
人
閒
像
は

聖
人

を
は
じ
め

賢

人

道
人

孝
人

な
ど

三
十
九
項
目
に
の
ぼ
る

こ
れ
ら
の
人
閒
像
の
性
質
に
つ
い
て
は

凡
此
諸
行

了
無
一
然

而
不
躋
善
人
之
跡
者

下
人
也
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凡
そ
此
の
諸
行

了
に
一
も
然
る
こ
と
無
く

而
し
て
善
人
の
跡
に
躋
ら
ざ
る
者
は

下
人
な
り

と
ま
と
め
た
よ
う
に

善
人

と
さ
れ

上
記
の
諸
行
の
何
れ
も
行

て
い
な
い
者
は

下
人

と
さ
れ
る

次
い
で
門
人
か
ら
の
質
問

門
人
請
曰

善
人
之
行

旣
聞
其
目
矣

惡
者
之
事

可
以
戒
俗
者

愿
文
垂
誥
焉

門
人
請
い
て
曰
く

善
人
の
行
い

旣
に
其
の
目
を
聞
け
り

惡
者
の
事

以
て
俗
を
戒
む
可
く
ん
ば

愿
わ
く
は
文
も
て
誥
を
垂

れ
よ

に
應
じ
て

悖
人

逆
人

凶
人

惡
人

と
い

た
四
十
五
の

惡
者

を
列
擧
し
な
が
ら
答
え
て
い
る

人
閒
を
善
惡
に
區

（６）

分
し

ち

う
ど
兩
者
に
つ
い
て
の
説
明
の
中
閒
に
下
人
が
擧
げ
ら
れ
て
い
る

そ
し
て

葛
洪
は
漢
儒

特
に
王
充
の
影
響
を
受
け
て

い
る
こ
と
に
つ
い
て
は

す
で
に
先
學
が
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る

こ
の
二
點
は

上
述
し
た
先
行
研
究
が
葛
洪
の
發
想
を
性

（７）

三
品
說
に
通
ず
る
も
の
と
す
る
理
由
で
あ
ろ
う

し
か
し

葛
洪
は
漢
儒
の
言
說
の
強
い
影
響
を
受
け
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

性
說
へ
の
關
心
が
薄
い

例
え
ば

抱
朴
子

内
外

篇
に
お
け
る
人
閒
の

性

に
關
す
る
議
論
は

い
ず
れ
も
古
典
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ

て

思
弁
的
な
議
論
で
は
な
い

以
下

幾

つ
か
の
用
例
を
拾
い

抱
朴
子

に
見
え
る

性

の
使
い
方
を
確
認
す
る

窮
理
盡
性

内
篇
論
仙
篇

塞
難
篇
や
外
篇
用
刑
篇
な
ど

は

易

說
卦
傳
に
基
づ
い
て
お
り

天
性

外
篇
嘉
遯
篇

審

擧
篇
な
ど

は

孟
子

盡
心
上
篇
に
見
え
る
も
の
で
あ
る

ま
た

稟
性

外
篇
自
敍

や

人
稟
正
性

論
仙
篇

と
あ
る
よ

う
に

抱
朴
子

内
外
篇
に
見
え
る

性

は

生
得
の
も
の
を
意
味
し

ほ
と
ん
ど
の
場
合
は
人
閒
の
本
性
を
指
し
て
い
る

一
方

内
篇
に
は

養
性
之
書

金
丹
篇

や

養
性
之
方

至
理
篇

な
ど
の
用
例
も
あ
れ
ば

養
生
之
法

金
丹
篇

や

養
生
之
道

微
旨
篇

と
い

た
用
例
も
散
見
さ
れ

養
性

と

養
生

と
の
兩
者
の
混
用
が
確
認
で
き
る

さ
ら
に

内
篇
辨
問
篇
に

按
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仙
經
以
爲
諸
得
仙
者

皆
其
受
命

偶
値
神
仙
之
氣

自
然
所
稟

故
胞
胎
之
中

已
含
信
道
之
性

仙
經
を
按
ず
る
に
以
爲
く

諸

も
ろ
の
仙
を
得
た
る
者
は

皆
な
其
の
命
を
受
く
る
に

偶
た
ま
神
仙
の
氣
に
値
い

自
然
に
稟
く
る
所
な
り

と

故
に
胞
胎
の
中

已
に
道
を
信
ず
る
の
性
を
含
む

と
あ
る

以
上
か
ら
分
か
る
よ
う
に

葛
洪
は
人
閒
の
先
天
的
な

性

に
相
違
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
が

抱
朴
子

内
外
篇
に
お
い

て

本
性
や
生
命
と
い

た
意
味
合
い
で

性

と
い
う
タ

ム
を
使

て
お
り

そ
の
槪
念
や
善
惡
と
の
關
係
に
は
言
及
し
て
お
ら
ず

後
漢
時
代
に
盛
ん
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
本
性
を
め
ぐ
る
議
論
を
踏
ま
え
た
上
で

自
說
を
敷
衍
し
發
展
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
な
い

從

て

行
品
篇
に
見
え
る
人
閒
の
分
類
は
事
實
上

性
說
と
は
根
本
的
に
異
な
る

で
は

性
說
と
無
關
係
な
ら
ば

そ
の
分
類
は

何
を
判
斷
基
準
に
し
て
い
る
の
か

ま
た
そ
の
分
類
の
方
法
や
項
目
の
構
成
に
は
ど
の
よ
う
な
特
徵
が
あ
る
の
か

は
じ
め
に

で
は

聖
人

と

賢
人

に
つ
い
て
の
考
え
方
が
傳
統
的
な
儒
家
思
想
と
異
な
る
と
い
う
范
氏
の
指
摘
を
紹
介
し
た
が

實
は
人
閒
の
智
愚

の
判
斷
に
關
し
て
も

抱
朴
子

外
篇
で
は
同
じ
よ
う
な
傾
向
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る

二

抱
朴
子

に
お
け
る

上
智

下
愚

論
語

陽
貨
篇
に

惟
上
知
與
下
愚
不
移

惟
だ
上
知
と
下
愚
と
は
移
ら
ず

と
あ
り

同
書
雍
也
篇
に

中
人
以
上

可
以
語

上
也

中
人
以
下

不
可
以
語
上
也

中
人
よ
り
以
上
は

以
て
上
を
語
る
可
き
な
り

中
人
よ
り
以
下
は

以
て
上
を
語
る
可
ら
ざ
る

な
り

と
あ
る

抱
朴
子

に
お
い
て
も

上
智

下
愚

と
い
う
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る

外
篇
博
喩
篇
に

勛
華
不
能
化
下
愚
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故
敎
不
行
於
子
弟

辛
癸
不
能
改
上
智

故
惡
不
染
於
三
仁

勛
華
も
下
愚
を
化
す
る
能
わ
ず

故
に
敎
は
子
弟
に
行
わ
れ
ず

辛
癸
も

上
智
を
改
む
る
能
わ
ず

故
に
惡
は
三
仁
を
染
め
ず

と
あ
る

勛
華

と

辛
癸

は
そ
れ
ぞ
れ
堯
舜
と
桀
紂
の
倂
稱
で

こ
の

（８）

記
事
の
内
容
と
登
場
人
物
か
ら
み
る
と

葛
洪
が

上
知
と
下
愚
と
は
移
ら
ず

と
い
う
儒
家
的
な
人
閒
觀
に
基
づ
い
て
い
る
と
見
ら
れ

る
が

外
篇
嘉
遯
篇
に
は
次
の
よ
う
な
考
え
方
も
記
さ
れ
て
い
る

夫
鸞
不
絓
網

驎
不
墮
穽

相
彼
鳥
獸

猶
知
爲
患

風
塵
之
徒

曾
是
未
吝
也

若
夫
要
離
滅
家
以
效
功

紀
信
赴
燔
以
誑
楚

陳
賈
刎
頸
以
證
弟

仲
由
投
命
而
葅
醢

嬴
門
伏
劍
以
表
心

聶
政
感
惠
而
屠
葅

荊
卿
絕
臏
以
報
燕

樊
公
含
悲
而
授
首

皆
下

愚
之
狂
惑

豈
上
智
之
攸
取
哉

夫
れ
鸞
は
網
に
絓
ら
ず

驎
は
穽
に
墮
ち
ず

彼
の
鳥
獸
を
相
る
に

猶
お
患
い
と
爲
す
を
知
る

風
塵
の
徒

曾
て
是
れ
未
だ
吝

み

ま
ざ
る
な
り

夫
の
要
離

家
を
滅
し
て
以
て
功
を
效
し

紀
信

燔
に
赴
き
て
以
て
楚
を

誑

き

陳
賈

頸
を
刎
ね
て
以
て
弟

い
た

ひ

あ
ざ
む

を
證
し

仲
由

命
を
投
じ
て
葅
醢
と
な
り

嬴
門

劍
に
伏
し
て
以
て
心
を
表
わ
し

聶
政

惠
に
感
じ
て
屠
葅
と
な
り

荊
卿

臏
を
絕
た
れ
て
以
て
燕
に
報
い

樊
公

悲
し
み
を
含
み
て
首
を
授
く
る
が
若
き
は

皆
な
下
愚
の
狂
惑
な
り

豈
に
上
智
の
取
る

攸
と
こ
ろ

な
ら
ん
や

要
離
は
呉
王
闔
閭
の
た
め
に
公
子
慶
忌
を
暗
殺
す
る
任
務
を
自
ら
引
き
受
け
た
が

結
局
失
敗
し
て
自
刃
し
た

呂
氏
春
秋

仲
冬
紀

・
忠
廉

紀
信
は
漢
の
高
祖

劉
邦

に
仕
え
る
者
で

項
羽
軍
に
包
圍
さ
れ

窮
地
に
陷

た
際
に

漢
の
高
祖
の
身
代
わ
り
と
な

て
項
羽
に
燒
き
殺
さ
れ
た

史
記

項
羽
本
紀

陳
賈
は

孟
子

公
孫
丑
下
篇
に
登
場
す
る
齊
の
大
夫
の
よ
う
で

刎
頸
證
弟

の
典
據
は
未
詳
で
あ
る
が

反
亂
で
命
を
落
と
し
た
仲
由
す
な
わ
ち
子
路

左
傳

哀
公
十
五
年

禮
記

檀
弓
上

自
刎
し
て
信

陵
君
を
見
送

た
侯
嬴

史
記

魏
公
子
傳

嚴
仲
子
の
恩
惠
に
感
激
し
て
刺
客
と
な

て
死
を
遂
げ
た
聶
政

左
足
を
切
ら
れ
て
も
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始
皇
帝
を
殺
し

燕
の
太
子
丹
に
盡
く
そ
う
と
し
た
荊
軻

そ
し
て

荊
軻
を
始
皇
帝
に
接
近
さ
せ
る
た
め
に
自
分
の
生
首
を
捧
げ
た
樊

於
期

以
上
三
者

史
記

刺
客
列
傳

と
い

た
事
例
を
み
れ
ば

陳
賈
も
ま
た
大
義
の
た
め
に
命
を
落
と
し
た
人
物
な
の
で
あ
ろ

う
嘉
遯
篇
に
擧
げ
ら
れ
て
い
る
命
を
捨
て
た
人
物
は

一
般
的
に
は
高
く
評
價
さ
れ
て
い
る

し
か
し

葛
洪
は
彼
ら
を

下
愚

と

（９）

見
な
し
て
い
る

そ
の
理
由
は

隱
逸
者
を
稱
え

大
義
名
分
の
た
め
で
も
命
を
捨
て
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
嘉
遯
篇
の
ス
タ
ン
ス
に

あ
る
が

行
品
篇
に

端
身
命
以
徇
國

經
險
難
而
一
節
者

忠
人
也

身
命
を
端
し
て
以
て
國
に
徇
じ

險
難
を
經
て
節
を
一
に
す
る

者
は

忠
人
な
り

と
あ
る
よ
う
に

國
の
た
め
に
節
操
を
守
る
者
を
善
人
の
う
ち
の
忠
人
と
す
る
こ
と
か
ら
見
る
と

葛
洪
は
大
義

に
命
を
捧
げ
る
こ
と
自
體
を
否
定
し
て
は
い
な
い

先
に
引
用
し
た

鸞
不
絓
網

驎
不
墮
阱

相
彼
鳥
獸

猶
知
爲
患

と
い
う
比
喩

や

行
品
篇
に

冒
至
危
以
僥
倖

値
禍
敗
而
不
悔
者

愚
人
也

至
危
を
冒
し
て
以
て
僥
倖
と
し

禍
敗
に
値
い
て
悔
い
ざ
る
者
は

愚
人
な
り

と
あ
る
一
文
か
ら
見
れ
ば
分
か
る
よ
う
に

葛
洪
が

愚
人

な
い
し

惡
者

と
し
て
否
定
し
て
い
る
の
は

身
の
危

險
を
察
知
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
を
回
避
で
き
な
い
者
で
あ
る

と
す
れ
ば

嘉
遯
篇
に
見
え
る

上
智

は
い
う
ま
で
も
な
く

災
い
を
豫
見
し

身
を
保
つ
こ
と
が
で
き
た
人
閒
で
あ
る

そ
し
て

實
際
に

行
品
篇
に

覿
微
理
於
難
覺

料
倚
伏
於
將
來
者

明
人
也

量
理
亂
以
卷
舒

審
去
就
以
保
身
者

智
人
也

微
理
を
覺
り

難
き
に
覿

倚
伏
を
將
來
に
料
る
者
は

明
人
な
り

理
亂
を
量
り
て
以
て
卷
舒
し

去
就
を
審
ら
か
に
し
て
以
て
保
身
す
る
者
は

智

人
な
り

と
あ
る
よ
う
に

そ
の
よ
う
な
人
閒
は
善
の
カ
テ
ゴ
リ
に
入
れ
ら
れ
て
い
る

上
記
の
檢
討
を
踏
ま
え

情
勢
を
明
察
す
る
能
力
の
有
無
を
智
愚
の
基
準
に
し
て

人
を
評
價
す
る
の
は
葛
洪
の
考
え
方
の
特
徵
と
言

え
よ
う

葛
洪
は

盛
陽
不
能
榮
枯
朽

上
智
不
能
移
下
愚

盛
陽
も
枯
朽
を
榮
ゆ
る
能
わ
ず

上
智
も
下
愚
を
移
す
能
わ
ず

内
篇
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金
丹
篇

と
い
う
儒
家
的
な
立
場
を
引
き
繼
い
で

大
義
名
分
の
た
め
に
や
む
を
得
ず
命
を
捨
て
た
人
閒
を

忠
人

と
重
ん
じ
る
一
方

危
險
を
冒
し

僥
倖
を
願
う
者
を

愚
人

と
す
る

上
智

下
愚

と
い
う
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
嘉
遯
篇
な
ど
で
は

直
接
善
惡

に
つ
い
て
は
論
じ
て
い
な
い
が

行
品
篇
で
は

明
人

智
人

が
善

愚
人

が
惡
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

人
閒
の
智
愚
も
善

惡
を
判
斷
す
る
基
準
の
一
つ
に
な

て
い
る

三

抱
朴
子

に
お
け
る

下
人

第
一
・
第
二
節
で
は

行
品
篇
に
見
え
る
人
閒
を
善
惡
に
分
類
す
る
考
え
方
は
性
說
に
通
じ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で

獨
自

の
智
愚
・
善
惡
判
斷
基
準
が
葛
洪
の
思
想
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
論
じ
た

續
い
て

行
品
篇
に
お
け
る

下
人

を
從
來
の
性
說
に
お
け

る
人
閒
分
類
の
構
造
と
比
較
し
な
が
ら

そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
べ
き
か
を
分
析
す
る

揚
雄
は

中
人

と
い
う
言
葉
を
使

て
は
い
な
い
が

移
ら
ざ
る
聖
人

上
智

と
小
人

下
愚

と
の
二
つ
の
階
層
を
認
め
た
上

で

そ
の
中
閒
に
あ
る
者
は
修
養
の
程
度
に
よ

て
い
ず
れ
の
階
層
に
も
な
れ
る
と
語

て
い
る

池
田
秀
三
は

揚
雄
の
性
善
惡
混
在

說
は

人
閒
に
は
上
知
・
中
人
・
下
愚
の
三
等
が
あ
る

下
愚
は
小
人

上
知
は
聖
人
で
あ
り

中
人
は
學
ん
で
君
子
に

細
か
く
言
え

ば

賢
人
を
經
て
聖
人
に
至
る
こ
と
が
で
き
る
が

修
養
を
積
ま
な
け
れ
ば
小
人
の
域
に
止
ま
る

こ
と
を
說
く
も
の
で
あ
る
と
し

實

質
的
に
は
性
三
品
說
に
近
い

と
指
摘
し
て
い
る

王
充
は

論
衡

本
性
篇
の
最
後
に

孟
軻
言
人
性
善
者

中
人
以
上
者
也

（10）

（11）

孫
卿
言
人
性
惡
者

中
人
以
下
者
也

揚
雄
言
人
性
善
惡
混
者

中
人
也

孟
軻
の
人
の
性
は
善
な
り
と
言
う
者
は

中
人
よ
り
以
上
の
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者
な
り

孫
卿
の
人
の
性
は
惡
な
り
と
言
う
者
は

中
人
よ
り
以
下
の
者
な
り

揚
雄
の
人
の
性
は
善
惡
混
ず
と
言
う
者
は

中
人
な
り

と
述
べ

中
閒
に
あ
る
者

を

中
人

と
し

こ
の
語
を
介
し
て
智
愚

上
智
・
下
愚

と
性
の
善
惡
と
の
關
連
性
を
提
示
す
る

渡
邉
義
浩
は
性
三
品
說
の
形
成
と
展
開
を
考
察
し

王
充
の
議
論
は

諸
說
の
批
判
と
い
う
點
に
お
い
て
は

漢
の
性
三
品
說
を
代
表

す
る
充
實
し
た
も
の
で
は
あ
る

と
述
べ
て
い
る

王
充
は
性
を
基
準
に
人
閒
を

中
人
以
上
・
中
人
・
中
人
以
下

の
三
段
階
に
分

（12）

類
し
て
い
る

で
は

葛
洪
は
性
に
言
及
し
て
い
な
い
が

人
閒
を
善
惡
に
分
類
す
る
際
に

三
品
と
い
う
構
造
の
影
響
を
受
け
た
の
だ

ろ
う
か

以
下

改
め
て
行
品
篇
に
お
け
る
人
閒
分
類
の
構
造
を
分
析
し

そ
こ
で
の
善
惡
と

下
人

の
位
置
づ
け
を
檢
證
し
た
い

下
人

は
行
品
篇
の
ほ
か

外
篇
君
道
篇
に
も
見
え
る

君
道
篇
は
篇
名
の
通
り

君
主
と
し
て
履
み
行
う
べ
き
道
を
述
べ
る
一
篇

で
あ
る

こ
こ
で
は

も
し
君
主
が
混
亂
の
根
本
的
な
原
因
や
兆
候
を
深
く
考
慮
し
な
け
れ
ば

國
の
崩
壞
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
な
い
と

主
張
さ
れ
て
い
る

續
い
て

不
居
其
大

而
務
其
細

滯
乎
下
人
之
業

而
闇
元
本
之
端
也

其
の
大
な
る
に
居
ら
ず

而
し
て
其
の

細
な
る
に
務
め

下
人
の
業
に
滯
り

而
し
て
元
本
の
端
に
闇
け
れ
ば
な
り

と
言
う

下
人
之
業

は

元
本
之
端

と
對
に
な

て
お
り

君
主
の
政
治

に
對
し
て

臣
下
の
業
務

の
意
味
で
あ
る

こ
れ
は

墨
子

尚
同
中
篇

天
之
降
罰
也

將
以
罰
下
人

（13）

之
不
尚
同
乎
天
者
也

天
の
罰
を
降
す
な
り

將
に
以
て
下
人
の
天
に
尚
同
せ
ざ
る
を
罰
せ
ん
と
す
る
な
り

と
い
う
使
い
方
に
通
じ

て
い
る

つ
ま
り

元
本

君
主

・
下
人

臣
下

は

天
・
下
人

と
同
じ
よ
う
に
上
下
二
段
階
の
構
造
を
有
し
て
い
る

ま
た

賈
誼

新
書

修
政
語
下
篇
に
次
の
よ
う
に
あ
る

（14）

周
成
王
曰

寡
人
聞
之

有
上
人
者

有
下
人
者

有
賢
人
者

有
不
肖
人
者

有
智
人
者

有
愚
人
者

敢
問
上
下
之
人
何
以
爲

異周
成
王
曰
く

寡
人
之
れ
を
聞
く

上
人
な
る
者
有
あ
り

下
人
な
る
者
有
り

賢
人
な
る
者
有
り

不
肖
人
な
る
者
有
り

智
人
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な
る
者
有
り

愚
人
な
る
者
有
り

と

敢
え
て
上
下
の
人
何
を
か
以
て
異
と
爲
す
か
を
問
う

周
成
王
の
質
問
に
對
し

粥
子
は
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る

聞
道
志
而
藏
之

知
道
善
而
行
之

上
人
矣

聞
道
而
弗
取
藏
也

知
道
而
弗
取
行
也

則
謂
之
下
人
也

故
夫
行
者
善

則
謂
之

賢
人
矣

行
者
惡

則
謂
之
不
肖
矣

道
を
聞
け
ば
志
し
て
之
れ
を
藏
し

道
を
知
れ
ば
善
し
て
之
れ
を
行
う
は

上
人
な
り

道
を
聞
く
も
取

て
藏
せ
ず

道
を
知
る

も
取

て
行
わ
ざ
る
は

則
ち
之
れ
を
下
人
と
謂
う
な
り

故
に
夫
れ
行
う
者
善
な
れ
ば

則
ち
之
れ
を
賢
人
と
謂
い

行
う
者
惡

な
れ
ば

則
ち
之
れ
を
不
肖
と
謂
う

行
品
篇
に
見
え
る

下
人

と
い
う
語
は

必
ず
し
も

新
書

に
基
づ
い
た
も
の
と
は
斷
言
で
き
な
い
が

不
躋
善
人
之
跡
者

下
人
也

と
あ
る
よ
う
に

單
に
上
下
關
係
を
示
す
語
だ
け
で
は
な
く

善
と
の
對
照
關
係
を
示
す
が
故
に

自
ず
か
ら
否
定
的

も
し

く
は
批
判
的
な
ニ

ア
ン
ス
を
帶
び
て
く
る

さ
ら
に

外
篇
刺
驕
篇
に

不
修
善
事

則
爲
惡
人

善
事
を
修
め
ず
ん
ば

則
ち
惡
人

と
爲
す

と
あ
る
こ
と
か
ら

行
品
篇
に
お
け
る

下
人

と

惡
者

は
同
義
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る

す
な
わ
ち

行
品
篇
で
は

葛
洪
が
人
閒
を

善
人

と
そ
れ
以
下
の

下
人

に
分
類
し

門
人
が

下
人

を

惡
者

と
言
い
換
え
て
い
る

下
人

は

善

惡
に
か
ゝ
ら
ぬ

人
閒
の
一
カ
テ
ゴ
リ
で
も

數
十
種
の
人
閒
像
の
一
項
目
で
も
な
く

惡
の
カ
テ
ゴ
リ
そ
の
も
の
で
あ
る

そ
の
た
め

構
造
面
か
ら
し
て
も

行
品
篇
に
お
け
る
人
閒
の
分
類
は
性
三
品
說
に
通
じ
る
と
言
え
な
い

王
充
の
よ
う
に

論
語

の
内
容
を
踏
ま
え
た
上
で
人
閒
の
善
惡
を
論
じ
た
の
は

漢
書

古
今
人
表
で
あ
る

そ
の
中
で
は

上
古

か
ら
秦
に
至
る
數
多
く
の
人
物
が

上
上

下
下

の
九
段
階
に
分
類
さ
れ
て
い
る

上
上

上
下

中
上

に
そ
れ
ぞ
れ

聖

人

仁
人

智
人

下
下

に

愚
人

を
振
り
當
て
て
い
る

渡
邉
氏
は

漢
書

古
今
人
表
を

性
三
品
說
と
し
て
高
い
完
成
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度
を
持
つ
著
述

と
し
て
い
る

善
人

と

下
人

惡
者

を
細
分
化
す
る
こ
と
に
よ

て

よ
り
細
か
く
人
閒
を
分
類
す
る
と

（15）

こ
ろ
に

行
品
篇
と
古
今
人
表
と
の
共
通
點
が
見
ら
れ
る

ま
た

行
品
篇
で

聖
人

仁
人

智
人

が
善
人

愚
人

が

惡

者

と
し
て
擧
げ
ら
れ
て
い
る
の
も
興
味
深
い

四

抱
朴
子

に
お
け
る

行

葛
洪
は
人
閒
の
善
惡
を
論
じ
る
際
に

そ
れ
が

性

と
ど
の
よ
う
に
繫
が

て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
觸
れ
て
い
な
い

ま
た

行

品
を
篇
名
と
し
て
揭
げ
な
が
ら

行

の
槪
念
規
定
し
て
は
い
な
い

そ
の
た
め

篇
名
の
行
品
に
つ
い
て
は

人
閒
の
行
動
と
人
格

に
對
す
る
分
析

や

行
い
の
等
級

德
行
の
品
級

な
ど
の
解
釋
が
施
さ
れ
て
い
る

こ
れ
ら
の
解
釋
は

行
と
品

か

行

（16）

（17）

（18）

の
品

か

捉
え
方
に
よ

て
異
な
り

さ
ら
に

行

が
道
德
性
を
有
す
る
か
ど
う
か

と
い
う
問
題
が
殘
さ
れ
て
い
る

李
德
明

は

善
人
を

良
才

惡
人
を

劣
才

と
解
釋
し

葛
洪
の
分
類
は
道
德
を
主
要
な
も
の

才
能
を
副
次
的
な
も
の
と
述
べ
て
い
る

（19）

良
才

劣
才

と
い
う
解
釋
は
行
品
篇
後
半
の
人
材
論
と
リ
ン
ク
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が

後
述
す
る
よ
う
に

才
能
よ
り
も

道
德
を
一
次
的
な
分
類
基
準
と
す
る
李
氏
の
意
見
に
は
同
意
で
き
な
い

抱
朴
子

に
お
い
て

行

は
槪
念
と
し
て
明
確
化
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の

能
言
不
必
能
行

能
く
言
う
は
必
ず
し
も
能
く
行

わ
ず

外
篇
審
擧
篇

德
全
行
潔

德
全
く
行
潔
し

内
篇
辨
問
篇

性
篤
行
貞

性
篤
く
行
貞
し

内
篇
極
言
篇

と
い

た
用
例
が
散
見
で
き
る
よ
う
に

行

に
は

言
葉
に
對
立
す
る
行
動

道
德
的
な
判
斷
の
對
象
と
な
る
行
爲

ま
た
は
そ
の
兩
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方
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る

こ
こ
で
は

行
品
篇
の

行

を
檢
討
し
た
い

抱
朴
子
曰

凡
此
諸
行

了
無
一
然

而
不
躋
善
人
之
迹
者

下
人
也

門
人
請
曰

善
人
之
行

旣
聞
其
目
矣

惡
者
之
事

可
以
戒
俗
者

願
文
垂
誥
焉

諸
行

と
い
う
の
は

三
十
九
種
の
善
行
で
あ
る

續
い
て

惡
者
之
事

と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
る
よ
う
に

こ
の
一
篇
に
お
い
て

葛
洪
は

行

や

事

を
中
心
に
人
閒
の
善
惡
を
區
別
し
て
い
る
と
言
え
よ
う

品
行
と
い
う
道
德
的
な
意
味
合
い
も

行

の
使
い

方
の
一
つ
で
は
あ
る
が

葛
洪
は
徐
幹
の
才
知
論
を
引
き
繼
ぎ

人
閒
の
才
能
を
道
德
に
優
先
さ
せ
る

と
い
う
點

ま
た
獨
自
の

上

（20）

智

下
愚

の
觀
念
を
持
つ
點
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
考
え
れ
ば
分
か
る
よ
う
に

行
品
篇
の

行

は
決
し
て

性

と
同
じ
槪
念
で

は
な
い

葛
洪
の
考
え
で
は

人
閒
の
行
動
そ
の
も
の
に
價
値
が
あ
り

善
惡
と
い
う
價
値
判
斷
は

人
閒
の
本
性
で
は
な
く

人
閒
の

行
動
か
ら
見
出
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う

さ
ら
に

葛
洪
が
重
視
す
る
の
は

行
動
や
行
爲
だ
け
に
止
ま
ら
ず

實
務
能
力
や
才
能

も

行

と
さ
れ
る

後
漢
末
期
の
桓
帝

靈
帝
の
代
か
ら

人
物
評
論
の
風
潮
が
興
り

外
篇
正
郭
篇
で
批
判
對
象
と
な

て
い
る
郭
泰
は
人
物
批
評
で
名

を
擧
げ
た
人
物
で
あ
る

郭
泰
の
傳
記
に
よ
れ
ば

彼
は
人
材
鑑
識
に
優
れ

拔
擢
し
た
人
は
み
な
豫
想
の
通
り
活
躍
し
て
い
る
よ
う
で

あ
る
た
め

後
の
人
が
言
い
傳
え
る
際
に

話
が
誇
張
さ
れ

そ
の
人
物
鑑
識
は
一
種
の
神
祕
性
を
帶
び
る
よ
う
に
な

た

し
か
し

（21）

人
物
評
論
が
う
ま
く
機
能
せ
ず

世
の
中
は
終
に
人
材
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な

て
し
ま

て
い
た
と
葛
洪
の
目
に
は
映

て

い
た
の
で
あ
る

（22）

そ
こ
で
葛
洪
は

人
閒
の
容
貌

仕
草
な
ど
の
外
面
的
な
要
素
を
觀
察
し

そ
の
本
質
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
人
物
鑑
識
法

つ
ま
り

望
形
得
神

と
い
う
方
法
に
疑
問
を
投
じ
た

行
品
篇
の
後
半
で
は

人
閒
に
は
表
裏
が
あ
る
と
い
う
議
論
に
移
り

葛
洪
は
表
裏
の
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一
致
し
な
い
人
閒
像
を
提
示
し
た
上
で

人
材
を
見
分
け
る
こ
と
の
難
し
さ
を
指
摘
し

實
際
の
行
動
及
び
そ
の
政
治
的
結
果
で
評
價
を

下
す
べ
き
と
説
い
て
い
る

道
德
よ
り
も
政
治
や
文
學
的
な
才
能
を
人
閒
の

神

つ
ま
り
本
質
と
す
る
賢
才
主
義
的
な
考
え
方
が
窺

わ
れ
る

賢
才
主
義
的
な
考
え
が

抱
朴
子

の
多
く
の
篇
に
散
見
さ
れ
る
だ
け
で
な
く

外
篇
に
見
え
る
人
材
登
用
論
に
著
し
く
反

（23）

映
さ
れ
て
い
る

さ
ら
に

外
篇
だ
け
で
は
な
く

内
篇
勤
求
篇
に
見
え
る
仙
道
の
修
行
に
關
す
る
記
事
に
お
い
て
も

行

が
重
要

（24）

視
さ
れ
て
い
る

古
人
質
正

貴
行
賤
言

故
爲
政
者
不
尚
文
辨

修
道
者
不
崇
辭
說

古
人
は
質
正

行
を
貴
び
言
を
賤
し
む

故
に
政
を
爲
す
者
は
文
辨
を
尚
ば
ず

道
を
修
む
る
者
は
辭
說
を
崇
ば
ず

昔
の
人
は
ひ
た
す
ら
實
踐
に
勵
み

言
說
を
殘
そ
う
と
し
な
か

た
と
述
べ

葛
洪
と
同
時
代
の
修
道
者
は
内
書

祕
傳
書

の
製
作
に

氣
を
取
ら
れ
て
し
ま

て
い
る
と
戒
め
る
の
で
あ
る

ま
た

葛
洪
は

史
記

太
史
公
自
序
に
引
用
さ
れ
た
孔
子
の
言
葉

を
踏
ま
え

（25）

そ
の
著
述
の
態
度
に
習
い

夫
託
之
於
空
言

不
如
著
之
於
行
事
之
有
徵
也

夫
れ
之
れ
を
空
言
に
託
す
る
よ
り
は

之
れ
を
行
事
の

徵
有
る
に
著
わ
す
に
如
か
ざ
る
な
り

内
篇
袪
惑
篇

と

主
義
主
張
よ
り
も
仙
道
を
成
し
遂
げ
た
事
例
の
ほ
う
が
雄
辯
に
語

て
く

れ
る
と
す
る

さ
ら
に

著
述
も
然
る
事
な
が
ら

實
際
の
修
行
に
際
し
て
も

内
面
の
修
養
の
ほ
か

行

に
力
を
入
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う

内
篇
對
俗
篇
は
篇
名
を
見
れ
ば
想
像
が
つ
く
よ
う
に

俗
人
の
論
難
と
疑
問
に
答
え
る
形
で

い
わ
ば
設
論
の
文
體

を
用
い
て

仙
人
の
實
在
や
昇
仙
可
能
性
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る

そ
の
中
で

葛
洪
は
古
道
經
を
引
用
し

昇
仙
の
方
法
を
說
い
て
い

る

按
玉
鈐
經
中
篇
云

立
功
爲
上

除
過
次
之

爲
道
者
以
救
人
危

使
免
禍

護
人
疾
病

令
不
枉
死

爲
上
功
也

欲
求
仙
者

要
當
以
忠
孝
和
順
仁
信
爲
本

若
德
行
不
修

而
但
務
方
術

皆
不
得
長
生
也
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玉
鈐
經
中
篇
を
按
ず
る
に
云
う

功
を
立
つ
る
を
上
と
爲
し

過
を
除
す
る
は
之
れ
に
次
ぐ

道
を
爲
む
る
者
は
人
危
を
救
い

禍

お
さ

い
を
免
れ
し
め

人
を
疾
病
よ
り
護
り

枉
死
せ
ざ
ら
し
む
る
を
以
て

上
功
と
爲
す
な
り

仙
を
求
め
ん
と
欲
す
る
者
は

要
當

か
な
ら
ず

忠
孝
和
順
仁
信
を
以
て
本
と
爲
す
べ
し

若
し
德
行
を
修
め
ず
し
て

但
だ
方
術
に
務
む
る
の
み
な
ら
ば

皆
な
長
生
を
得
ざ
る
な

り
忠
孝
和
順
仁
信

は
何
れ
も
德
目
で
あ
る
が

葛
洪
が
強
調
し
た
い
の
は

學
問
を
修
め

内
面
の
德
性
を
修
養
す
る
こ
と
で
な
く

次
に
見
て
い
く
よ
う
に

具
體
的
な
善
行
に
勵
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
點
で
あ
る

（26）

行
惡
事
大
者

司
命
奪
紀

小
過
奪
算

隨
所
犯
輕
重

故
所
奪
有
多
少
也

凡
人
之
受
命
得
壽

自
有
本
數

數
本
多
者

則
紀

算
難
盡
而
遲
死

若
所
稟
本
少

而
所
犯
者
多

則
紀
算
速
盡
而
早
死

又
云

人
欲
地
仙

當
立
三
百
善

欲
天
仙

立
千
二
百

善

若
有
千
一
百
九
十
九
善

而
忽
復
中
行
一
惡

則
盡
失
前
善

乃
當
復
更
起
善
數
耳

惡
事
の
大
な
る
を
行
う
者
は

司
命
紀
を
奪
い

小
過
算
を
奪
い

犯
す
所
の
輕
重
に
隨
い

故
に
奪
う
所
は
多
少
有
る
な
り

凡

そ
人
の
命
を
受
け
壽
を
得
る
は

自
ず
か
ら
本
數
あ
り

數
本
よ
り
多
き
者
は

則
ち
紀
算
盡
き
難
く
し
て
遲
く
死
す

若
し
稟
く

る
所
本
よ
り
少
な
く

而
し
て
犯
す
所
の
者
多
け
れ
ば

則
ち
紀
算
速
く
盡
き
て
早
く
死
す

又
た
云
う

人

地
仙
な
ら
ん
と
欲

せ
ば

當
に
三
百
善
を
立
つ
べ
く

天
仙
な
ら
ん
と
欲
せ
ば

千
二
百
善
を
立
つ
べ
く

若
し
千
一
百
九
十
九
善
有
る
も

忽
ち
復

た
中
ば
一
惡
を
行
え
ば

則
ち
盡
く
前
善
を
失
う

乃
ち
當
に
復
た
更
め
て
善
數
を
起
す
べ
き
の
み

な
か

紀

と

算

と
は
人
閒
の
壽
命
の
こ
と
で

人
閒
は
惡
事
を
働
け
ば
天
か
ら
授
か

た
壽
命
が
削
ら
れ

行

て
き
た
善
行
も
水

の
泡
に
な
る
と
さ
れ
る

さ
ら
に

内
篇
微
旨
篇
に
は

行

た
惡
業
の
倍
す
る
善
行
を
行
う
と

帳
消
し
に
す
る
だ
け
で
な
く

禍
を

福
に
轉
換
で
き
る
と
記
さ
れ
て
い
る

こ
の
發
想
の
上
に
勸
善
懲
惡
の
思
想
が
成
立
す
る

人
閒
の
善
行
や
惡
事
が
後
世
の
子
孫
に
幸

（27）
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福
も
し
く
は
災
い
を
も
た
ら
す
と
い
う
考
え
方
は
古
く
か
ら
傳
わ

て
い
る
も
の
で

易

に
も
見
え
て
お
り

ま
た

太
平
經

（28）

に
は
祖
先
の
罪
が
子
孫
に
及
ぶ
と
い
う

承
負

の
說
も
記
述
さ
れ
て
い
る

そ
れ
に
對
し

葛
洪
は
個
人
の
現
世
で
の
恩
惠
に
注
目

（29）

し

惡
業
を
戒
め

善
行
を
積
む
こ
と
を
通
し
て
昇
仙
す
る
方
法
論
を
展
開
し
て
い
る

そ
し
て

行

を
數
量
化
す
る
と
い
う
發
想

は

行
品
篇
の
三
十
九
の
善
行
と
四
十
五
種
の
惡
事
を
想
起
さ
せ
る

お
わ
り
に

本
稿
は

行
品
篇
を
手
掛
か
り
に
葛
洪
の
善
惡
觀
の
一
側
面
を
考
察
し
て
き
た

第
一
節
で
は

行
品
篇
に
見
え
る
人
閒
の
分
類
法
を

槪
觀
し

内
外
篇
に
見
え
る

性

の
意
味
を
檢
討
す
る
こ
と
に
よ

て

葛
洪
は
善
惡
と

性

と
の
關
係
に
つ
い
て
論
じ
て
お
ら
ず

行
品
篇
の
人
閒
分
類
は
性
說
と
無
關
係
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た

第
二
節
で
は

抱
朴
子

に
お
け
る

上
智

下
愚

を
分
析
し

人
閒
の
價
値
判
斷
に
際
し

葛
洪
は
獨
自
の
基
準
を
持

て
い
た
と
論
じ
た

そ
し
て

第
三
節
で
は

下
人

の
位
置
付
け
を
考
察

し

行
品
篇
に
お
け
る
分
類
の
二
重
構
造
を
示
し
た

以
上
の
考
察
を
踏
ま
え

焦
點
を

行

に
當
て

第
四
節
に
お
い
て

葛
洪
が

性

に
無
關
心
な
態
度
を
示
す
理
由
は

行

を
基
準
に
人
閒
の
善
惡
を
判
斷
す
べ
き
と
い
う
賢
才
主
義
的
な
立
場
を
取

て
い
る

か
ら
だ
と
論
じ

さ
ら
に

行

と
い
う
基
準
を
重
視
す
る
考
え
方
は

抱
朴
子

内
外
篇
に
通
底
す
る
も
の
で
あ
り

特
に
仙
道
の

修
行
に
お
い
て
同
樣
に
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
示
し
た

先
學
の
指
摘
の
通
り

葛
洪
の
人
材
觀
は

王
符
や
徐
幹
の
影
響
を
受
け

外
篇
に
見
え
る
政
治
思
想
に
は

三
度
も

求
賢
令

を
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出
し
た
曹
操
の
唯
才
主
義
の
面
影
が
殘
る

曹
氏
政
權
は

漢
魏
革
命
の
直
前
に
九
品
官
人
法
を
實
施
し

才
德
に
基
づ
い
て
士
人
の

（30）

品
定
め
を
し
た

し
か
し
な
が
ら

擧
秀
才

不
知
書

察
孝
廉

父
別
居

秀
才
に
擧
げ
ら
る
る
も

書
を
知
ら
ず

孝
廉
に
察
せ

ら
る
る
も

父
は
別
居
す

外
篇
審
擧
篇

と
い
う
察
擧
制
度
の
弊
害
は
改
善
で
き
ず

九
品
官
人
法
も
ま
た

上
品
無
寒
門

下
品

無
勢
族

上
品
に
寒
門
無
く

下
品
に
勢
族
無
し

晉
書

劉
毅
傳

と
批
判
さ
れ
た
よ
う
に

貴
族
化
し
た
登
用
制
度
と
な

て

い
た

そ
の
よ
う
な
中
で
は

實
務
能
力
が
學
問
や
文
學
と
い

た
才
能
と
比
べ

輕
視
さ
れ
る
傾
向
が
あ

た
（31）

こ
の
よ
う
な
時
代
背
景
が
あ
り

葛
洪
は
行
品
篇
に
お
い
て
善
惡
と

性

と
の
關
係
に
つ
い
て
は
觸
れ
ず

人
閒
の
善
惡
の
問
題
を

性
說
か
ら
脫
却
さ
せ
る
べ
く

意
圖
的
に

行

と
い
う
語
を
採
用
し

行
爲
を
基
準
に
人
閒
を
分
類
し
て
い
る

下
人

は
善
惡
に

屬
さ
な
い
一
カ
テ
ゴ
リ
で
は
な
く

單
に

惡
者

の
言
い
換
え
で
あ
る
か
ら

三
品
の
構
造
と
し
て
は
崩
れ
て
い
る
の
で
あ
る

ま
た

具
體
的
な
人
物
で
な
く

數
々
の
人
物
像
を
行
爲
基
準
で
定
義
す
る
の
は

漢
書

古
今
人
表
と
は
異
な
る
が

重
層
的
構
造
と

聖
人

や

愚
人

な
ど
の
項
目
設
定
に
つ
い
て
は
兩
者
に
關
連
が
あ
る
こ
と
示
し
て
い
る

た
だ

こ
の
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は

行
品
篇
に
見
え
る
八
十
四
種
の
人
閒
像
の
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徵
と
定
義
の
根
據
を
明
確
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
れ
に
つ
い
て
は

稿

を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い

注
１

抱
朴
子

の
引
用
は
楊
明
照

抱
朴
子
外
篇
校
箋

中
華
書
局

一
九
九
一
年

王
明

抱
朴
子
内
篇
校
釋

中
華
書
局

一
九
八
〇
年

を
底
本
と
し
た

文
字
の
校
勘
や
解
釋
に
關
し
て
は

御
手
洗
勝

抱
朴
子
外
篇
簡
注

一

四

廣
島
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大
學
文
學
部
中
國
哲
學
硏
究
室

一
九
六
五
年

一
九
七
〇
年

石
島
快
隆
譯
注

抱
朴
子

岩
波
書
店

一
九
四
二
年

本
田
濟
譯
注

抱
朴
子

内
・
外
篇

平
凡
社

一
九
九
〇
年

張
松
輝
譯
注

抱
朴
子
内
篇

中
華
書
局

二
〇
一
一
年

張
松
輝
・
張
景
譯
注

抱
朴
子
外
篇

上
・
下

中
華
書
局

二
〇
一
三
年

金
毅
校
注

抱
朴
子
内
外
篇
校
注

上
海
古
籍

出
版
社

二
〇
一
八
年

を
參
考
に
し
た

２

石
島
快
隆

葛
洪
の
儒
家
及
び
道
家
思
想
の
系
列
と
そ
の
系
譜
的
意
義
に
つ
い
て

駒
澤
大
學
硏
究
紀
要

一
七

一
九
五
九

年

一
三
七

一
四
二
頁

３

武
鋒

葛
洪

抱
朴
子
外
篇

硏
究

光
明
日
報
出
版
社

二
〇
一
〇
年

一
四
八

一
四
九
頁

４

范
江
濤

駁
雜
與
務
實

抱
朴
子
外
篇

政
治
思
想
新
硏

浙
江
大
學
出
版
社

二
〇
一
五
年

二
七

二
九
頁

５

性
善
說
や
性
惡
說
に
つ
い
て
は

末
永
高
康

性
善
說
の
誕
生

先
秦
儒
家
思
想
史
の
一
斷
面

創
文
社

二
〇
一
五
年

池

田
知
久

荀
子

の
性
惡
說

そ
の
本
質
と
機
能

上
・
下

高
知
大
國
文

二
・
三

一
九
七
一
・
七
二
年

板
野
長

八

性
善
說
と
性
惡
說

東
洋
學
報

二
七
卷
二
號

一
九
四
〇
年

な
ど
が
あ
る

揚
雄
の
性
說
に
つ
い
て
は

池
田
秀
三

法
言

の
思
想

日
本
中
國
學
會
報

二
九

一
九
七
七
年

を
參
照

ま
た

王
充
等
の
性
三
品
說
を
取
り
上
げ
る
も

の
と
し
て

御
手
洗
勝

王
充
の
人
閒
觀
に
つ
い
て

作
者

と
し
て
の
意
識

史
學
硏
究

七
一

一
九
五
九
年

森

三
樹
三
郎

上
古
よ
り
漢
代
に
至
る
性
命
觀
の
展
開

人
生
論
と
運
命
論
の
歷
史

創
文
社

一
九
七
一
年

日
原
利
國

王

符
の
人
閒
觀

池
田
末
利
博
士
古
稀
記
念
東
洋
學
論
集

所
收

池
田
末
利
博
士
古
稀
記
念
事
業
會

一
九
八
〇
年

田
中

麻
紗
巳

王
符
の
人
閒
觀
に
つ
い
て

日
本
大
學
文
理
學
部
人
文
科
學
硏
究
所
硏
究
紀
要

五
一

一
九
九
七
年

同
氏

後

漢
思
想
の
探
究

に
收
錄

硏
文
出
版

二
〇
〇
三
年

日
原
利
國

荀
悅
の
規
範
意
識
に
つ
い
て

東
方
學

一
八

一
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九
五
九
年

同
氏

漢
代
思
想
の
硏
究

に
收
錄

硏
文
出
版

一
九
八
六
年

渡
邉
義
浩

九
品
中
正
制
度
と
性
三
品
說

三

國
志
硏
究

一

二
〇
〇
六
年

同
氏

西
晉

儒
敎
國
家

と
貴
族
制

所
收

汲
古
書
院

二
〇
一
〇
年

長
谷
川
隆
一

荀
悅
の
人
閒
觀

東
洋
の
思
想
と
宗
敎

三
六

二
〇
一
九
年

な
ど
が
あ
る

６

葛
洪
が

惡
人

を
惡
の
カ
テ
ゴ
リ
の
中
の
一
項
目
と
し
て
い
る
が

こ
れ
は
表
現
の
問
題
だ
と
思
わ
れ
る

す
な
わ
ち

一
般

的
な
善
人
・
惡
人
と
い
う
表
現
は

行
品
篇
で
は

善
人
・
惡
者

と
言
い
換
え
ら
れ

惡
者

の
う
ち
に
は
さ
ら
に

惡
人

と
い
う
項
目
が
設
け
ら
れ
て
い
る

本
稿
は
行
品
篇
の
一
項
目
と
し
て
の

惡
人

を
議
論
の
對
象
と
し
て
い
な
い
が

先
行
硏

究
の
表
現
を
尊
重
し
つ
つ

誤
解
を
招
か
な
い
よ
う
に
一
般
的
な
惡
人
を

惡
者

と
表
記
す
る

７

大
淵
忍
爾

論
衡
・
潛
夫
論
と
抱
朴
子

同
氏

初
期
の
道
敎

所
收

創
文
社

一
九
九
一
年

を
參
照

８

淮
南
子

脩
務
訓

沉
湎
耽
荒

不
可
敎
以
道

不
可
喩
以
德

嚴
父
弗
能
正

賢
師
不
能
化
者

丹
朱

商
均
也

高
誘
注

丹
朱

堯
子

商
均

舜
子

論
語

微
子

微
子
去
之

箕
子
爲
之
奴

比
干
諫
而
死

孔
子
曰

殷
有
三
仁
焉

９

例
え
ば

史
記

刺
客
列
傳
に
お
い
て

司
馬
遷
は
聶
政
と
荊
軻
を
含
む
五
人
の
刺
客
を

此
其
義
或
成
或
不
成

然
其
立
意

較
然

不
欺
其
志

名
垂
後
世

豈
妄
也
哉

と
高
く
評
價
す
る

注

５

池
田
秀
三
氏
前
揭
論
文

三
五
頁

10

論
衡
校
釋

中
華
書
局

一
九
九
〇
年

に
據
る

11

注

５

渡
邉
氏
前
揭
論
文

六
三
頁

12

墨
子
校
注

中
華
書
局

一
九
九
三
年

に
據
る

13

新
書
校
注

中
華
書
局

二
〇
〇
〇
年

に
據
る

14
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注

５

渡
邉
氏
前
揭
論
文

六
四
頁

15

曾
春
梅

兩
漢
魏
晉
哲
學
史

五
南
圖
書

二
〇
〇
二
年

二
四
五
頁

16

注

１

本
田
氏
前
揭
書

外
篇

一

一
九
一
頁

17

注

１

張
松
輝
・
張
景
前
揭
書
上

四
三
一
頁

18

李
德
明

論

抱
朴
子

人
才
思
想
及
其
藝
術
表
達

鎭
江
師
專
學
報

一
九
九
一
年
第
三
期

19

龜
田
勝
見

葛
洪
に
お
け
る

明

東
方
宗
敎

九
六

二
〇
〇
〇
年

20

後
漢
書

郭
泰
列
傳

郭
太
字
林
宗

太
原
界
休
人
也

其
奬
拔
士
人

皆
如
所
鑒

後
之
好
事

或
附
益
增
張

故
多
華
辭

21

不
經

又
類
卜
相
之
書

な
お

郭
泰
と
後
漢
末
に
お
け
る
人
物
評
論
に
つ
い
て
は

岡
村
繁
の
一
連
の
論
考
で
詳
し
く
論
じ

ら
れ
て
い
る

郭
泰
・
許
劭
の
人
物
評
論

(

東
方
學

一
〇

一
九
五
五
年)

郭
泰
の
生
涯
と
そ
の
爲
人

(

支
那
學
硏

究

十
三

一
九
五
五
年)

後
漢
末
期
の
評
論
的
氣
風
に
つ
い
て

(

名
古
屋
大
學
文
學
部
硏
究
論
集

二
二

一
九
六
〇

年)抱
朴
子

外
篇
名
實
篇

英
逸
窮
滯

饕
餮
得
志

名
不
準
實

賈
不
本
物

以
其
通
者
爲
賢

寒
者
爲
愚

22

行
品
篇
の
形
神
觀
と
人
物
鑑
識
と
の
關
係
に
つ
い
て

拙
稿

抱
朴
子

外
篇
の
形
神
觀
念

人
物
鑑
識
論
と
の
關
わ
り
を
中

23

心
に

中
國
思
想
史
硏
究

四
一

二
〇
二
〇
年

を
參
照
さ
れ
た
い

吉
川
氏
は

崇
敎
篇
と
審
擧
篇
の
記
事
を
取
り
上
げ

葛
洪
は
學
術
の
沈
滯
と
官
僚
登
用
制
度
の
紊
亂
を
正
す
た
め
に
試
驗
を
實

24

施
す
べ
き
だ
と
提
言
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で

こ
の
發
想
の
根
底
に
は

き
わ
め
て
功
利
的
な
も
の
が
感
ぜ
ら
れ
る
け
れ

ど
も

門
閥
主
義
に
對
す
る
賢
才
主
義
を
提
倡
し
て
い
る
點
は

見
の
が
す
わ
け
に
ゆ
か
な
い

と
述
べ
て
い
る

吉
川
忠
夫

抱



- 19 -

朴
子
の
世
界

上

史
林

第
四
七
卷
第
五
號

一
九
六
四
年

を
參
照

ま
た

龜
田
氏
は

政
治
的
實
務
能
力
を
重
視

し
な
い
世
の
中
を
憂
慮
す
る
思
い
が
仁
明
篇
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る

注

龜
田
氏
前
揭
論
文

八
頁

い
ず

20

れ
も
首
肯
す
べ
き
見
解
で
あ
り

本
稿
で
も
大
い
に
啓
發
を
受
け
た

史
記

太
史
公
自
序

子
曰

我
欲
載
之
空
言

不
如
見
之
於
行
事
之
深
切
著
明
也

25

人
閒
の
行
爲
の
善
惡
の
問
題
に
つ
い
て
は

神
塚
淑
子
が

善
と
惡

で

道
敎
に
お
い
て
何
が
善
と
さ
れ
何
が
惡
と
さ
れ
た
か

26

と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は

道
敎
の
究
極
の
善
が
得
道
昇
仙
に
置
か
れ
た
こ
と
や

敎
團
内
部
の
規
律
の
こ
と
な
ど
も
絡
ん
で

儒
敎
の
そ
れ
と
は
異
な
る
面
を
持

て
い
る
が

日
常
的
な
次
元
に
お
い
て
考
え
ら
れ
て
い
た
善
と
惡
は

む
し
ろ
儒
敎
と
重
な

る
こ
と
が
多
い

と
述
べ
て
い
る

岩
波
講
座
東
洋
思
想

卷
一
四

中
國
宗
敎
思
想
・
二

岩
波
書
店

一
九
九
〇
年

一

九
四
頁
を
參
照

内
篇
微
旨
篇

其
有
曾
行
諸
惡
事

後
自
改
悔
者

皆
一
倍
於

則
可
便
受
吉
利

轉
禍
爲
福
之
道
也

27

易

坤
・
文
言
傳

積
善
之
家

必
有
餘
慶

積
不
善
之
家

必
有
餘
殃

28

太
平
經

の
承
負
說
に
つ
い
て

大
淵
忍
爾

太
平
經
の
思
想
に
つ
い
て

東
洋
學
報

二
八
卷
四
號

一
九
四
一
年

麥

29

谷
邦
夫

初
期
道
敎
に
お
け
る
救
濟
思
想

東
洋
文
化

五
七

一
九
七
七
年

同
氏

六
朝
隋
唐
道
敎
思
想
硏
究

所
收

岩
波
書
店

二
〇
一
八
年

神
塚
淑
子

太
平
經

の
承
負
と
太
平
の
理
論
に
つ
い
て

名
古
屋
大
學
敎
養
部
紀
要

三

A

二

一
九
八
八
年

同
氏

六
朝
道
敎
思
想
の
硏
究

所
收

創
文
社

一
九
九
九
年

湯
一
介

魏
晉
南
北
朝
時
期
的
道
敎

第
十
三
章

承
負

說
與

輪
迥

說

陝
西
師
範
大
學
出
版
社

一
九
八
八
年

な
ど
を
參
照

葛
洪
の
人
材
論
に
つ
い
て
の
硏
究
に

注

李
氏
前
揭
論
文
の
ほ
か

劉
玲
娣

抱
朴
子

人
才
思
想
論
略

湖
北
師

30

19
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範
學
院
學
報

哲
學
社
會
科
學
版
第
二
六
卷
第
六
期

二
〇
〇
六
年

卿
希
泰

試
論
葛
洪
的
知
人
善
任
思
想

楊
世
華
編

葛

洪
硏
究
二
集

所
收

華
中
師
範
大
學
出
版
社

二
〇
〇
八
年

な
ど
が
あ
る

ま
た

六
朝
史
や
葛
洪
・

抱
朴
子

硏
究
の

著
述
に
も
散
見
で
き
る

例
え
ば

吉
川
忠
夫

抱
朴
子
の
世
界

上
・
下

史
林

第
四
七
卷
第
五
・
六
號

一
九
六
四

年

湯
其
領

漢
魏
兩
晉
南
北
朝
道
敎
史
硏
究

河
南
大
學
出
版
社

一
九
九
四
年

一
三
二

一
三
六
頁

盧
央

葛
洪

評
傳

南
京
大
學
出
版
社

二
〇
〇
六
年

一
五
三

一
九
三
頁

な
ど
が
あ
る

宮
崎
市
定

九
品
官
人
法

宮
崎
市
定
全
集

六

岩
波
書
店

一
九
九
二
年

を
參
照

31


