
『
莊
子
』
天
地
篇

「漢
陰
丈
人
説
話
」
に
見
る
解
釋
の
變
容

ー

比
喩
と
驚
き
を
め
ぐ
っ
て
ー

橋

本

昭

典

序

は
ね
つ
る
ぺ

『
莊
子
』
天
地
篇
に
、
槹

と
い
う
効
率
的
な
農
具
の
使
用
を
勸
め
た
子
貢
溺
、

そ
れ
を
拒
み
原
始
的
な
農
作
業
に
拘
る
漢
陰
の
丈
人
の
教
え
に
感
化
さ
れ
、
孔
子

ハ 

が
そ
れ
に
野
し
て
批
評
を
行
う
、
と
い
う
内
容
の
説
話
が
あ
る
。
こ
の
読
話
は
從

來
、
時
代
に
背
を
向
け
る
丈
人
の
隱
者
的
態
度
を
批
到
し
、
む
し
ろ
世
俗
に
身
を

置
き
世
俗
と
同
調
し
な
が
ら
無
爲
自
然
を
實
踐
す
べ
き
こ
と
を
説
く
、
『
莊
子
』

ハ
ヨ

思
想
の
新
し
い
展
開
を
示
す
も
の
と
評
價
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
評
價
は
、
こ
の
読

話
を
締
め
括
る
孔
子
の
評
語
、
「彼
偶
修
渾
沌
氏
之
術
者
也
、
識
其

一
、
不
知
其

二
、
治
其
内
、
而
不
治
其
外
、
夫
明
白
入
素
、
无
爲
復
朴
、
體
性
抱
神
、
以
遊
世

ハヨ
リ

俗
之
間
者
」
を
、
前
牛
部
分
が

「
假
に
混
沌
氏
の
術
を
修
め
た
、

一
を
知
っ
て
二

を
知
ら
ず
内
を
治
め
て
外
を
治
め
な
い
」
丈
人
の
批
剣
、
「夫
」
以
後
の
後
牛
部

分
が

「無
爲
素
朴
の
態
度
で
世
俗
に
封
應
す
る
」
と
い
う
新
た
な
思
想
の
披
露
、

と
捉
え
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
郭
象
が

「今
に
背
を
向
け
古
い

や
り
方
に
拘
泥
し
、
世
の
中
に
合
わ
せ
る
こ
と
を
恥
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
彼

溺
屓

の
混
沌
で
な

い
こ
と
が
わ
か
る
」
と
こ
の
丈
人
を
否
定
し
、
「眞
の
渾
沌
と

ハる
 

は
、
世
の
中
と
同
調
し
な
が
ら
自
ら
を
失
わ
な
い
者
」
と
世
俗
に
同
調
す
る
態
度

を
稱
揚
し
て
以
來

の
こ
と
で
あ
り
、
從
來
の
主
た
る
注
釋
は
ほ
と
ん
ど
こ
の
解
釋

『莊
子
』
天
地
篇
「漢
陰
丈
人
読
話
」
に
見
る
解
釋
の
變
容

ロゑ

に
從
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。ロ

ユ

た
だ
し
異
詭
も
存
在
す
る
。
そ
の
最
も
古
い
も
の
は

『
淮
南
子
』
精
祕
訓
で
あ

る
。
精
祕
訓
で
は

「所
謂
員
人
者
、
性
合
于
道
也
。
故
有
而
若
無
、
實
而
若
虚
、

處
其

一
、
不
知
其
二
、
冶
其
内
、
不
識
其
外
。
明
白
太
素
、
無
爲
復
樸
、
體
本
抱

ハ
ヱ

祚
、
以
遊
于
天
地
之
樊
」
と
、
『
莊
子
』
に
お
け
る
孔
子
の
漢
陰
丈
人
評
語
を
ほ

と
ん
ど
同
文
の
ま
ま
引
用
し
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
眞
人
を
評
價
す
る
も
の
と
な

っ

て
い
る
。
こ
の
解
釋
は
從
來
、
「『
淮
南
子
』
は

『
莊
子
』
の
文
を
い
わ
ば
誤
讀
し

ハき

て
こ
れ
を
讚
辭
の
如
く
に
受
け
取
」
っ
た
も
の
と
、
斥
け
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る

が
、
精
祚
訓
の
作
者
が
、
二

を
知
っ
て
二
を
知
ら
な

い
、
内
を
冶
め
て
外
を
冶

め
な
い
」
と
い
う
語
を
、
眞
人
を
評
價
す
る
も
の
と
し
て
用
い
て
い
る
事
實
は
容

易
に
看
過
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
読
話
は
、
「汝
將
固
驚
邪
、
且
渾
沌
氏
之
術
、
予
與
汝
何
足

以
識
之
哉
」
と
い
う
孔
子
の
語
に
よ

っ
て
結
ば
れ
て
い
る
よ
う
に
、
子
貢
が
丈
人

の
思
想
に
觸
れ
、
終
日
呆
然
自
失
す
る
ほ
ど
に
驚
く
こ
と
が

一
つ
の
重
要
な
主
題

ハ 

と
な
っ
て
い
る
。
郭
象
に
よ
れ
ば
、
「世
俗
と
同
調
し
な
が
ら
自
ら
を
失
わ
な
い

も
の
は
、
世
俗
に
あ
っ
て
も
修
道
者
と
い
う
痕
跡
を
殘
さ
な
い
の
で
、
こ
の
丈
人

ハ 
け

の
よ
う
に
人
を
驚
か
す
こ
と
は
な
い
」
と
、
驚
く
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
重
大
な
問
題

と
は
な
ら
な

い
。
し
か
し

『
莊
子
』
に
は
、
例
え
ば
逍
遙
遊
篇
の
肩
吾
の
よ
う



日
本
中
國
學
會
報

第
五
十
二
集

に
、
禪
人
や
至
人
が
具
現
す
る
最
高
の
境
地
を
理
解
し
え
な
い
世
俗
的
人
間
が
、

ハユ

そ
の
境
地
を
知
っ
た
時
、
大
い
に
驚
く
さ
ま
が
し
ば
し
ば
描
か
れ
て
い
る
。
そ
こ

で
、
こ
れ
ら
の
記
述
に
お
け
る
俗

人
の
驚
き
の
意
味
を
考
え
よ
う
と
す
る
時
、
郭

象
が
言
う
よ
う
な
俗
人
を
驚
か
さ
な
い
至
人
な
ど
と
い
う
も
の
が
、
果
た
し
て

『莊
子
』
に
お
い
て
志
向
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
と
の
疑
念
が
生
じ
る
。

そ
こ
で
本
稿
は
、
『
莊
子
』
に
描
か
れ
る
こ
の

「俗
人
の
驚
き
」
の
意
味
を
探

り
な
が
ら
、
そ
の

「驚
き
」
の
効

用
を
明
ら
か
に
し
、
そ
こ
か
ら
漢
陰
丈
人
の
思

想
と
子
貢
の
驚
き
の
意
味
を
追
求
し
、
あ
わ
せ
て
、
郭
象
注
以
來
主
流
で
あ

っ
た

ハヨ

こ
の
詭
話

へ
の
評
價
の
再
檢
討
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

一
、

「驚

き
」
の
効

用

ま
ず
初
め
に
漢
陰
丈
人

へ
の
孔
子
の
評
語
、
「孔
子
日
、
彼
假
修
渾
沌
氏
之
術

者
也
、
識
其

一
、
不
知
其
二
、
冶
其
内
、
而
不
治
其
外
、
夫
明
白
入
素
、
无
爲
復

朴
、
體
性
抱
神
、
以
遊
世
俗
之
間
者
、
汝
將
固
驚
邪
、
且
渾
沌
氏
之
術
、
予
與
汝

何
足
以
識
之
哉
」
に
對
す
る
從
來

の
諸
解
釋
の
要
點
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
そ

れ
は
お
よ
そ
以
下
の
四
読
に
分
か
れ
る
。
①
子
貢
が
出
會
っ
た
丈
人
が
眞
に
渾
沌

氏
の
術
を
修
め
た
者
で
あ
れ
ば
、
驚
き
は
し
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
、
と
す
る
も

の
。
②
子
貢
溺
出
會
っ
た
丈
人
が
眞
に
渾
沌
氏
の
術
を
修
め
た
者
で
あ
れ
ば
、
さ

ら
に
驚
い
た
で
あ
ろ
う
、
と
す
る
も
の
。
③
子
貢
は
眞
に
渾
沌
氏
の
術
を
修
め
た

丈
人
に
出
會
っ
た
の
だ
か
ら
、
驚

い
た
の
も
無
理
は
な
い
、
と
す
る
も
の
。
④
子

貢
は
眞
に
渾
沌
氏
の
術
を
修
め
た
丈
人
に
出
會
っ
た
の
だ
か
ら
、
驚
く
必
要
は
な

い
、
と
す
る
も
の
。
①
②
は
丈
人
を
否
定
す
る
立
場
、
③
④
は
丈
人
を
肯
定
す
る

セ
 

立
場
で
あ
る
。

こ
れ
ら
四
説
は
、
丈
人
の
評
價
に

つ
い
て
は
肯
定
・否
定
と
分
か
れ
る
が
、
い

ず
れ
も
子
貢
の
驚
き
を
問
題
と
し

て
い
る
點
は
共
通
し
て
い
る
。
そ
こ
で
子
貢
が

二

丈
人
の
思
想
に
觸
れ
た
時
の
驚
き
の
反
應
を
實
際
に
見
て
お
く
。

子
貢
卑
陬
し
て
色
を
失
い
、
項
項
然
と
し
て
自
得
せ
ず
、
行
く
こ
と
三
十
里

ハぜ

に
し
て
後
癒
ゆ
。

子
貢
は
丈
人
の
言
動
に
驚
愕
し
、
青
ざ
め
呆
然
自
失
し
、
三
十
里
歩
い
た
と
こ

ろ
で
よ
う
や
く
自
己
を
取
り
戻
し
た
と
い
う
。
そ
し
て
こ
の
驚
き
に
よ
る
呆
然
自

失
か
ら
回
復
し
た
後
、
子
貢
は
弟
子
に
こ
う
語
る
。

曰
く
、
始
め
吾
れ
以
て
天
下
に

一
人
の
み
と
爲
す
。
復
た
夫
の
人
有
る
を
知

ら
ざ
る
な
り
。
吾
れ
之
れ
を
夫
子
に
聞
け
り
、
事
は
可
な
る
を
求
め
、
功
は

成
る
を
求
め
、
力
を
用
い
る
こ
と
少
く
し
て
、
功
を
見
る
こ
と
多
き
者
は
、

聖
人
の
道
な
り
、
と
。
今
は
徒
だ
然
ら
ず
。
道
を
執
る
者
は
徳
全
く
、
徳
全

き
者
は
形
全
く
、
形
全
き
者
は
騨
全
く
、
神
全
き
者
は
聖
人
の
道
な
り
。
生

を
託
し
て
民
と
竝
び
行
き
、
其
の
之
く
所
を
知
ら
ず
、
亡
乎
と
し
て
淳
備
わ

な

ハあ
ね

る
か
な
。
功
利
機
巧
、
必
ず
夫
の
人
の
心
に
忘
し
。

回
復
し
た
子
貢
は
、
も
は
や
從
前
の
彼
で
は
な
い
。
彼
は
、
以
前
は
孔
子
の
功

利
追
求
の
思
想
を
唯

一
の
教
え
と
信
じ
て
き
た
。
だ
が
今
は
違
う
。
彼
は
丈
人
の

ハヨ

思
想
を
忠
實
に
租
逋
し
て
み
せ
る
の
で
あ
る
。
子
貢
は
驚
き
の
後
、
自
己
の
從
來

の
規
範
を
捨
て
、
丈
人
の
思
想
を
全
面
的
に
受
け
入
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

『
莊
子
』
に
は
、
こ
の
子
貢
の

「驚
き
」
以
外
に
も
い
く

つ
か

「驚
き
」
の
記

述
が
あ
る
。
次
に
そ
れ
ら

の
驚
き
を
右
の
子
貢
の
驚
き
と
比
較
し
て
み
る
こ
と
に

し
た
い
。

ま
ず
序
で
も
觸
れ
た
逍
遙
遊
篇
の
肩
吾
の
故
事
。
肩
吾
は
接
輿
か
ら
藐
姑
射
山

に
住
む
帥
人
の
話
を
聞
い
て

「驚
怖
」
す
る
。
そ
れ
は
、
接
輿
の
話
が

「大
い
に

逕
庭
有
り
て
、
人
の
情
に
近
か
ら
ざ
る
」
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
驚
き
と
怖
れ

の
感
情
を
振
り
払
う
べ
く
、
そ
の
話
を

「吾
れ
是
れ
を
以
て
狂
と
し
て
信
ぜ
ざ
る

な
り
」
と
斥
け
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
話
を
蓮
叔
に
告
げ

る
と
蓮
叔
は
、
こ
の
話
に



驚
怖
す
る
肩
吾
を

「知
に
聾
盲
あ

る
も
の
」
と
批
難
し
、
紳
人
の
話
は
眞
實
で
あ

ハな

る
と
肩
吾
を
論
す
。

次
に
逹
生
篇
。
梓
慶
が
作
る
鐘

鼓
の
臺
の
素
晴
ら
し
さ
に
、
見
る
者
は
驚
い
て

ハ 

「獪
お
鬼
神

の
ご
と
し
」
と
し
、
そ

の
製
作
方
法
を
尋
ね
る
。

ま
た
逹
生
篇
の
孫
休
と
扁
子
の
説
話
。
自
身
の
不
遇
を
訴
え
る
孫
休
に
饗
し

て
、
扁
子
は
、
至
人
は
自
己
を
忘

れ
無
事
の
業
に
彷
徨
す
る
も
の
だ
と
し
、
孫
休

を

「知
を
飾
り
愚
を
驚
か
す
」
も

の
と
斥
け
る
。
し
か
し
、
扁
子
は
孫
休
に
至
人

の
話
を
し
た
こ
と
で
、
孫
休
が

「驚
い
て
途
に
惑
い
に
至
ら
ん
か
」
と
案
じ
る
。

と
い
う

の
も
、
例
え
ば
鳥
に
牛
羊
豚
を
ご
ち
そ
う
し
雅
樂
を
聞
か
せ
る
な
ら
、
鳥

は
驚
い
て
わ
け
が
わ
か
ら
な
く
な

り
飮
食
を
や
め
て
し
ま
う
。
こ
れ
と
同
じ
で
、

見
聞
の
少
な
い
孫
休
に
至
人
の
話
を
聞
か
せ
た
か
ら
に
は
、
必
ず
や
驚
き
惑
っ
て

ハな

い
る
に
違

い
な
い
と
言
う
の
で
あ

る
。

以
上
の
記
迹
は
い
ず
れ
も
、
祚
人
あ
る
い
は
至
人
の
理
想
的
境
地
を
悟
ら
な
い

俗
人
が
、
日
常
性
を
は
る
か
に
超
え
た
出
來
事
・
境
地
に
遭
遇
し
て
驚
く
さ
ま
が

描
か
れ
て
い
る
。

一
方
、
そ
の
境

地
に
つ
い
て
の
知
識
を
も

つ
者
は
、
そ
う
し
た

日
常
性
を
超
え
た
事
象
に
も
驚
く

こ
と
は
な

い
。

あ
る
者
は
日
常
を
超
え
た
事
象

に
出
會

い
驚
く
。
だ
が
そ
れ
も
、
そ
れ
が
起
こ

り
う
る
こ
と
と
認
識
で
き
て
い
る
者
に
は
驚
く
べ
き
こ
と
と
は
な
ら
な

い
。
驚
き

と
は
、
そ
れ
が
起
こ
り
う
る
こ
と
と
認
識
で
き
な

い
瀞
ゆ
え
に
生
じ
る
情
で
あ

る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
の
因
果
關
係
を
合
理
的
に
把
握
で
き
な
い
た
め
に
生
じ
る

ハ 

も

の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
誰
も
淤
驚
き
續
け
た
ま
ま
で
は
い
ら
れ
な
い
の

は
、
ふ

つ
う
人
間
は
、
あ
る
事
象
に
獨
し
て
因
果
關
係
が
把
握
で
き
な
い
ま
ま
で

い
つ
づ
け
る
こ
と
は
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
も
し
も
驚
い
た
ま
ま
で
い
る
の
な

ら
、
扁
子
が
憂
え
た
よ
う
に
、
物
を

口
に
し
な
く
な
る
鳥
よ
ろ
し
く
、
錯
亂
す
る

し
か
な
い
。
驚
き
に
は
必
然
韵
に
そ
の
事
象
の
合
理
化
の
要
求
が
拌
う
の
で
あ

『莊
子
』
天
地
篇
「漢
陰
丈
人
詭
話
」
に
見
る
解
釋
の
變
容

る
。
先
の
記
述
に
お
い
て
、
驚
い
た
者
は
、
自
己
を
驚
か
せ
た
事
象
を
で
た
ら
め

で
信
用
で
き
な
い
と
斥
け
た
り
、
祚
業
だ
と
し
た
り
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
自
己

の
内
に
そ
の
因
果
關
係
が
把
握
で
き
な
い
事
象
を
、
何
と
か
手
持
ち
の
論
理
的
パ

タ
ー
ン
に
お
い
て
合
理
化
し
よ
う
と
す
る
作
爲
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
れ
は

あ
く
ま
で
間
に
合
わ
せ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
聞
に
合
わ
せ
で
あ
る
以
上
、
そ

こ
に
は
な
お
そ
の
事
象
を

一
層
明
確
・合
理
的
に
捉
え
た
い
と
の
欲
求
が
殘
る
で

あ
ろ
う
。
そ
の
欲
求
に
壓
倒
さ
れ
、
そ
し
て
錯
亂
に
陷
る
前
に
求
め
ら
れ
る
の

は
、
自
己
が
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
新
た
な
論
理
的
読
明
の
導
入
で
あ
る
。

『
莊
子
』
が
理
想
的
境
地
を
語
る
時
、
そ
の
超
俗

の
故
に
俗
人
に
は
常
に
驚
き

が

つ
い
て
ま
わ
る
。
し
か
し

『
莊
子
』
の
語
は
何
も
こ
と
さ
ら
奇
を
衒
う
こ
と
自

體
に
重
き
を
置
い
た
も
の
で
は
な

い
。
む
し
ろ
そ
れ
こ
そ
が

『莊
子
』
が
そ
の
教

え
を
浸
透
さ
せ
る
裝
置
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
先
の
記
述
で
描
か
れ
た
、
驚
く
べ

き
、
常
識
を
超
え
た
事
象
と
は
、

い
ず
れ
も
騨
人
・至
人
の
境
地
で
あ
っ
た
。
そ

れ
ら
は
い
わ
ば

『
莊
子
』
思
想

の
さ
ま
ざ
ま
な
變
奏
的
表
現
で
あ
る
。
『
莊
子
』

思
想
の
知
識
を
持
た
な

い
俗
人
は
そ
の
奇
拔
な
表
現
に
驚
く
。
ま
た
、
驚
き
に
は

必
然
的
に
合
理
化
の
要
求
が
伜
う
。
そ

の
合
理
化
と
は
そ
の
事
象
の
論
理
的
解
明

に
他
な
ら
ず
、
そ
れ
は
ま
さ
に

『
莊
子
』
の
教
え
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
に
よ
っ
て

な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
『
莊
子
』
の
意
圖
は
こ
こ
に
あ

っ
た
と
言
え
る
。

『
莊
子
』
が
そ
の
歡
え
を
浸
透
さ
せ
る
時
、
驚
き
は
ま
さ
に
産
婆
術
と
し
て
重
要

な
役
割
を
擔

っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
そ
こ
で
、
子
貢
の
驚
き
に
戻

っ
て
み
る
。
子
貢
は
三
十
里
歩
く
時
間
を
要

し
て
、
呆
然
自
失
の
歌
態
か
ら
癒
え
た
。
三
十
里
の
間
に
爲
さ
れ
た
の
は
、
丈
人

の
思
想
を
彼
の
内
部
に
お
い
て
合
理
化
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
子
貢
は
丈
人
の
思

想
を
で
た
ら
め
だ
と
斥
け
ず
、
自
己
ぶ
持
ち
合
わ
せ
な
か
っ
た
新
た
な
論
理
的
説

明
と
し
て
理
解
し
、
み
ず
か
ら
に
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
驚
き
の
解
決
を

三



「

日
本
中
國
學
會
報

第
五
十
二
集

圖
っ
た

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
に
お
い
て
、
新
た
な
歡
え
が
驚
き
を
通
し
て

浸
透
し
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
子
貢
が
驚
き
の
後
に
受
け
入
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
丈
人
の
思
想
と
は
、

具
體
的
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な

の
か
。
次
に
こ
れ
を
見
た
い
。

二
、
漢
陰
丈
人
の
言
読
と

『
莊
子
』
の
思
想

本
説
話
に
お
い
て
、
丈
人
の
思
想
は
、
ま
ず
効
率
的
な
農
具
使
用
の
拒
絶
の
辯

と
い
う
形
で
示
さ
れ
る
。

機
械
有
る
者
は
必
ず
機
事
有
り
、
機
事
有
る
者
は
必
ず
機
心
有
り
。
機
心
胸

中
に
存
す
れ
ば
、
則
ち
純
白
備
わ
ら
ず
、
純
白
備
わ
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
紳
生

ハ 
り

定
ま
ら
ず
、
神
生
定
ま
ら
ざ
る
者
は
、
道
の
載
せ
ざ
る
所
な
り
。

丈
人
の
功
利
否
定
は
、

「巧
み
な
道
具
に
頼
る
者
に
は
必
ず
巧
み
に
謀
る
心
が

存
在
す
る
か
ら
だ
」
と
さ
れ
る
。

こ
れ
は
、
『
莊
子
』
人
間
世
篇
の

「技
巧
で
勝

負
す
る
者
は
、
初
め
は
堂
々
と
戰
う
演
、
最
終
的
に
は
常
に
陰
謀
を
謀
る
」
、
あ

る
い
は
應
帝
王
篇

の

「思
慮
深
さ
や
技
巧
が
、
體
を
疲
れ
さ
せ
、
心
を
苦
し
め

る
」
と
い
う
、
知
惠
や
技
術
が
人
を
煩
わ
す
と
い
う
思
想
と
同
趣
旨
で
あ
る
。
ま

た
丈
人
の

「巧
み
に
謀
る
心
を
胸
中
に
持

つ
者
は
、
内
に
純
白
が
備
わ
ら
ず
、
精

紳
も
本
性
も
定
ま
ら
な
い
」
と
い
う
言
読
は
、
大
宗
師
篇
の

「こ
と
さ
ら
な
作
爲

ハ 

を
無
く
せ
ば
、
本
性
が
定
ま
る
」
と
い
う

一
節
に
似
る
。

績
い
て
丈
人
が
子
貢
の
師
で
あ
る
孔
子
を
批
到
し
た
後
、
子
貢
に
與
え
る
忠
告

で
あ
る
。

ち

か

汝
、
方
に
將
に
汝
の
神
氣
を

忘
れ
、
汝
の
形
骸
を
墮
た
ば
、
而
ち
庶
幾
か
ら

ハ 

ん
か
。

「精
紳
的
作
爲
を
捨
て
、
肉
體

の
意
識
を
無
く
せ
」
と
い
う
こ
の
忠
告
は
、
「肉

體
の
意
識
を
捨
て
、
聰
明
を
黜
け
、
形
か
ら
離
れ
知
を
捨
て
去
れ
ば
、
大
通
に
同

四

ハ 

化
す
る
」
と
い
う
大
宗
師
篇
の
坐
忘
の
境
地
に
通
じ
る
。

こ
の
よ
う
に
丈
人
の
思
想
は
、
知
恵
や
技
巧
、
さ
ら
に
は
知
惠
に
結
び

つ
く
精

棘
活
動
や
、
技
巧
を
生
み
出
す
肉
體
の
意
識
を
も
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し

て
そ
れ
は

『
莊
子
』
人
間
世
篇
や
大
宗
師
篇
に
お
い
て
も
確
か
に
存
在
し
た
思
想

で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
丈
人
が
拘
る
原
始
的
な
農
作
業
は
そ
の
思
想
の
隱
喩

と
も
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
要
す
る
に
、
子
貢
が
驚
き
の
後
に
受
け
入
れ
た

丈
人
の
思
想
と
は
、
『
莊
子
』
の
知
惠

・
技
巧
否
定
の
思
想
で
あ

っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
子
貢
ぶ
咀
嚼
し
た
こ
の
丈
人
の
思
想
は
、
從
來

の
解
釋
に
よ

れ
ば
、
孔
子
に
よ
っ
て

「
一
を
知
っ
て
二
を
知
ら
な
い
、
内
を
冶
め
て
外
を
治
め

な
い
」
と
否
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
績
い
て
こ
の

一
節
の
も

つ
意
味
を
考
え

て
み
た
い
。

『
莊
子
』
に
お
い
て

「
一
」
や

「内
」

へ
の
言
及
に
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
が

あ
る
。

ま
ず
肱
篋
篇
。
聖
人
、
あ
る
い
は
知
識
が
及
ぼ
す
害
毒
に

つ
い
て
述
べ
ら
れ
た

後

、

次

の
よ
う
に
言
う
。

故
に
曰
く
、
魚
は
淵
を
脱
す
べ
か
ら
ず
、
國
の
利
器
は
以
て
人
に
示
す
べ
か

ら
ず
、
と
。
彼
の
聖
人
な
る
者
は
天
下
の
利
器
な
り
。
天
下
を
明
ら
か
に
す

る
所
以
に
非
ざ
る
な
り
。
故
に
聖
を
絶
ち
知
を
棄

つ
れ
ば
、
大
盜
乃
ち
止

な
げ
う

む
。
玉
を
樋
ち
珠
を
毀
て
ば
、
小
盜
起

こ
ら
ず
。
符
を
焚
き
璽
を
破
れ
ば
、

ま
す

わ

は
か
り

民
朴
鄙
た
り
。
斗
を
措
り
衡
を
折
れ
ば
、
民
爭
わ
ず
。
天
下
の
聖
法
を
殫
殘

う

し
つ

し
や
く

す
れ
ば
、
民
始
め
て
與
に
論
議
す
べ
し
。
六
律
を
擢
亂
し
、
竿
瑟
を
鑠

絶

し
、
瞽
曠
の
耳
を
塞
げ
ば
、
天
下
始
め
て
人
ご
と
に
其
の
聰
を
含
ま
ん
。
文

に
か
わ

章
を
滅
し
、
五
采
を
散
じ
、
離
朱
の
眼
を
膠
す
れ
ば
、
天
下
始
め
て
人
ご
と

ニ
う
し
ょ
う

き

く

れ
き

に
其
の
明
を
含
ま
ん
。
鉤

縄
を
毀
絶
し
、
規
矩
を
棄
て
、
工
憧

の
指
を
擺
す

れ
ば
、
天
下
始
め
て
人
ご
と
に
其
の
巧
有
ら
ん
。
故
に
曰
く
、
大
巧
は
拙
な



と
ざ

る
が
若
し
、
と
。
曾
史
の
行

い
を
創
り
、
楊
墨
の
口
を
鉗
し
、
仁
義
を
攘
棄

す
れ
ば
、
天
下
の
徳
始
め
て
玄
同
せ
ん
。
彼
の
人
其
の
明
を
含
め
ば
、
則
ち

天
下
鎌
か
れ
ず
、
人
其
の
聰
を
含
め
ば
、
則
ち
天
下
累
わ
さ
れ
ず
、
人
其
の

知
を
含
め
ば
、
則
ち
天
下
惑
わ
さ
れ
ず
、
人
其
の
徳
を
含
め
ば
、
則
ち
天
下

か
た
よ

僻
ら
ず
。
彼
の
曾
、
史
、
楊
、
墨
、
師
曠
、
工
僅
、
離
朱
は
、
皆
外
に
其

の
徳
を
立
て
て
以
て
天
下
を
燬
亂
せ
し
者
な
り
。
法
の
用
う
る
无
き
所
な
り
。

こ
こ
で
は
、
師
曠
の
音
樂
性
の
高
い
耳
な
ど

の
技
巧
を
生
み
出
す
能
力
や
、
曾

參

・
史
鱒

の
仁
義
や
規
範
が
、
「
皆
外
に
そ
の
徳
を
立
て
て
世
を
亂
す
も
の
」
と

否
定
さ
れ
、
そ
れ
ら
を
否
定
し
て
こ
そ
人
は
員
の
聰
明
さ
や
知
恵
、
技
巧
を
内
に

ロ 

含
む
こ
と
が
で
き
る
と
説
か
れ
て
い
る
。

ま
た
在
宥
篇

の
黄
帝
と
廣
成
子

の
問
答
。

善
き
か
な
、
問
う
こ
と
。
來

た
れ
、
吾
れ
女
に
至
道
を
語
ら
ん
。
至
道

の
精

は
、
窈
窈
冥
冥
、
至
道
の
極
は
、
昏
昏
默
默
噂
覗
る
こ
と
无
く
聽
く
こ
と
无

く
、
紳
を
抱
き
て
以
て
靜
な
れ
ば
、
形
は
將
に
自
か
ら
正
し
か
ら
ん
と
す
。

必
ず
錚
に
し
て
必
ず
清
く
し
、
女
の
形
を
勞
す
る
无
く
、
女
の
精
を
搖
ら
す

こ
と
无
け
れ
ば
、
乃
ち
以
て
長
生
す
べ
し
。
目
は
見
る
所
无
く
、
耳
は
聞
く

所
无
く
、
心
は
知
る
所
无
け
れ
ば
、
女
の
祚
は
將
に
形
を
守
ら
ん
と
し
、
形

は
乃
ち
長
生
せ
ん
。
女
の
内
を
愼
み
、
女
の
外
を
閉
し
よ
。
知
多
け
れ
ば
敗

ハ 

を
爲
さ
ん
。
・
:
・
:
我
は
其

の

一
を
守
り
て
以
て
其
の
和
に
處
れ
り
。

「内
に
紳
を
抱
い
て
靜
な
る
状
態
を
保
て
ば
、
形
は
自
然
と
正
し
く
な
る
だ
ろ

う
」
「内
を
愼
み
、
外
を
閉
じ
よ
。
知
惠
が
多
け
れ
ば
損
な
わ
れ
る
だ
ろ
う
」
と

こ
こ
で
も
、
内
な
る

「紳
」
の
重
靦
、
外
面
や
知
識
の
否
定
、
コ

を
守
っ
て
そ

の
状
態
を
保

つ
」
こ
と
が
読
か
れ

る
。

そ
し
て
刻
意
篇
。

・

知
と
故
と
を
去
り
て
、

天
の
理
に
循
う
。
故
に
天
災
无
く
、
物
累
无

『莊
子
』
天
地
篇
「漢
陰
丈
人
説
話
」
に
見
る
解
釋
の
變
容

く
、
人
非
无
く
、
鬼
責
无
し
。

光
あ
れ
ど
も
燿
か
ず
、
信
あ
れ
ど
も
期

せ
ず

・
一
に
し
て
變
ら
ざ
る
は
靜
の
至
り
な
り

故
に
日
く
、
純
粹
に

し
て
雜
え
ず
、
靜

一
に
し
て
變
わ
ら
ず
、
憐
に
し
て
无
爲
、
動
い
て
は
天
行

を
以
て
す
、
此
れ
紳
を
養
う
の
道
な
り
、
と
。
:

純
素
の
道
は
、
唯
だ
碑

を
是
れ
守
る
。
守
り
て
失
う
こ
と
勿
け
れ
ば
、
瀞
と

一
爲
り
。

一
の
精
は
通

じ
て
、
天
倫
に
合
す
。
野
語
に
之
れ
有
り
、
日
く
、
衆
人
は
利
を
重
ん
じ
、

廉
士
は
名
を
重
ん
じ
、
賢
人
は
志
を
尚
び
、
聖
人
は
精
を
貴
ぶ
、
と
。
故
に

素
な
る
者
は
、
其
の
與
に
雜
う
る
所
无
き
を
謂
う
な
り
。
純
な
る
者
は
、
其

れ
其
の
祚
を
虧
か
ざ
る
を
謂
う
な
り
。
能
く
純
素
を
體
す
る
、
之
れ
を
眞
人

ハ 
り

と
謂
う
。

こ
こ
で
も

「純
素

の
道
と
は
唯
だ
祕
を
守
る
こ
と
」
と
、
内
に

「紳
」
を
守
る

こ
と
が
説
か
れ
、
「
一
を
保

っ
て
變
化
し
な
い
の
が
最
高
の
靜
な
る
状
態
」
と
、

二

」
の
堅
守
が
読
か
れ
て
い
る
。

一
方
で

「知
惠
や

こ
と
さ
ら
な
作
爲
を
な
く

せ
」
と
外
面
的
な
も
の
も
否
定
さ
れ
て
い
る
。

以
上
、
『莊
子
』
に
は
、

「
一
」
や

「内
」
を
重
覗
し
、
「外
」
を
否
定
す
る
思

想
が
存
在
し
、
そ
れ
ら
が
、
知
惠
や
技
巧
の
否
定
と
緊
密
に
關
係
し
て
い
た
。
つ

ま
り

「
=

や

「内
」
の
重
覗
と
は
、
内
な
る
本
性
や
精
祚
を
靜
倩
に
保

つ
こ
と

を
意
味
し
、
「
二
」
や

「外
」

の
否
定
と
は
、
外
面
的
で
雜
多
な
知
惠
や
技
巧
の

否
定
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
從
っ
て
、
知
惠
・技
巧
否
定
の
思
想
を
體
現

す
る
漢
陰
丈
人
に
…對
し
て
、
「
一
を
知

っ
て
二
を
知
ら
な
い
、
内
を
冶
め
て
外
を

冶
め
な

い
」
と
い
う
評
價
が
下
さ
れ
る
の
は
當
然

の
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
繰
り
返
し
て
言
う
が
、
こ
の
丈
人
の
思
想
は
從
來
、
否
定
的

な
も
の
と
解
釋
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
そ
の
否
定
こ
そ
が
、
古
い
道
家
思
想
か
ら

の
脱
却
を
示
す
も
の
と
さ
れ
て
き
た

の
で
あ
っ
た
。

五
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三
、
知
惠

・
技
巧
否
定
と

『
老
子
』

知
恵
や
技
巧
を
否
定
す
る
思
想
は
、
『
莊
子
』

の
應
帝
王
篇
や
大
宗
師
篇
な
ど

の
古
い
部
分
に
も
存
在
し
た
。
し
か
し
、
抽
象
的
敍
邇
に
留
ま
る
感
の
あ
る
こ
れ

ら
に
比
べ
、
後
の
成
立
と
さ
れ
る
肱
篋
篇
、
在
宥
篇
、
刻
意
篇
な
ど
に
お
い
て

は
、
そ
の
思
想
が
よ
り
直
截
的
に
語
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
『
莊
子
』
に
は

『
老
子
』
の
た
め
の
注
釋
と
ま
で
言
わ
れ
る
ほ
ど

ハ
 

に
、
「『
老
子
』
の
文
章
を
念
頭
に
お
き
、
そ
の
思
想
を
砠
述
敷
衍
し
た
も
の
」
が

あ
る
。
そ
し
て
肱
篋
篇
や
在
宥
篇

は
そ
の
最
も
顯
著
な
も
の
と
さ
れ
て
き
た
。
ま

た
、
外
篇
に
は
こ
の
知
惠
・技
巧
否
定
を
主
題
と
す
る
記
述
が
他
に
も
見
受
け
ら

ハ れ
、
そ
れ
ら
の
記
述
に
は
多
く

『
老
子
』
に
影
響
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
用
語
を
見

ハ 

出
す
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
は

「
故
に
曰
く
」
な
ど
と
し
て

『
老
子
』
の
語
が
そ

の
ま
ま
引
か
れ
る
場
合
も
あ
る
。
先
の
肱
篋
篇
の
記
述
で
も
、
「故
に
」
と
し
て

 ヨ

『老
子
』
第
十
九
章

の
要
約
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
『莊

子
』
が
こ
れ
ら
諸
篇
に
到
っ
て
知
惠
・技
巧
否
定
の
主
題
を
と
り
わ
け
注
視
し
た

の
は
、
『
老
子
』
が
提
出
し
た
こ
の

「絶
聖
棄
智
」
「絶
巧
棄
利
」
と
い
う
思
想
に

ハ 

強
く
觸
發
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
漢
陰
丈

人
の
思
想
も
ま
た
こ
の
知
惠
・技
巧
否
定
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
漢
陰
丈

人
説
話
も
や
は
り

『
老
子
』
の
影
響
を
受
け
た
も

の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で

『
老
子
』
第
十
章
、
第
十
九
章
を
引
用
す
る
。

營
魄
を
載
せ
、

一
を
抱
き
て
、
能
く
離
る
る
こ
と
無
か
ら
ん
や
。
氣
を
專
ら

に
し
柔
を
致
し
て
、
能
く
嬰
兒
た
ら
ん
か
。
玄
覽
を
滌
除
し
て
能
く
無
疵
た

ら
ん
か
。
民
を
愛
し
國
を
冶
め
て
、
能
く
以
て
無
知
な
ら
ん
か
。
天
門
開
闔

し
て
、
能
く
雌
た
ら
ん
か
。

明
白
四
逹
し
て
、
能
く
無
爲
な
ら
ん
か
。

(第

十
章
)

亠ハ

聖
を
絶
ち
智
を
棄

つ
れ
ば
、
民
の
利
は
百
倍
せ
ん
。
仁
を
絶
ち
義
を
棄

つ
れ

ば
、
民
は
孝
慈
に
復
せ
ん
。
巧
を
絶
ち
利
を
棄

つ
れ
ば
、
盜
賊
有
る
こ
と
無

か
ら
ん
、
此
の
三
者
、
以
て
文
足
ら
ず
と
爲
す
。
故
に
屬
す
る
所
あ
ら
し

む
。
素
を
見
わ
し
、
樸
を
抱
け
。
私
を
少
な
く
し
、
欲
を
寡
な
く
せ
よ
。
(第

ゐ 
り

十
九
章
)

こ
の
二
章
に
は
、
一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
漢
陰
丈
人
説
話
と
共
通
す
る
語

彙
が
見
ら
れ
る
。
『
老
子
』
第
十
章
の

「明
白
四
達
、
能
無
爲
乎
」、
第
十
九
章
の

「見
素
抱
樸
」
は
、
本
説
話

・
孔
子
評
語
中
の

「夫
明
白
入
素
、
無
爲
復
朴
」
と

類
似
し
、
第
十
章
の

「抱

一
、
能
無
離
乎
」
は
同
じ
く

「識
其

一
、
不
知
其
二
」

と
類
似
す
る
。
ま
た
丈
人
の
知
惠
・技
巧
否
定
の
思
想
や
孔
子
批
到
は
、
『
老
子
』

ロ 

第
十
九
章
と
同
趣
旨
で
あ
る
。
そ
の
主
題
ば
か
り
で
な
く
、
用
語
の
使
い
方
か
ら

見
て
も
、
漢
陰
丈
人
説
話
は
、
『
老
子
』
の
影
響
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。

肱
篋
篇
、
在
宥
篇
、
刻
意
篇
と
漢
陰
丈
人
説
話
を
收
め
る
天
地
篇
と
で
は
、
今

ハ 

日
ま
で
の
研
究
成
果
に
よ
る
と
そ
の
成
立
時
期
に
そ
れ
ぞ
れ
隔
た
り
が
あ
る
が
、

そ
の
眞
相
に

つ
い
て
は
、

「莊
子
の
成
立
の
複
雜
性
を
合
わ
せ
考
え
れ
ば
、
あ
る

  

篇
が
全
て
同

一
時
期
の
作
品
で
あ
る
と
い
う
結
論
は
下
さ
れ
な

い
」
と
い
う
と
こ

ろ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
、
こ
れ
ら
の
記
逋
は
い
ず
れ
も

『老
子
』
が
提
出

し
た
思
想
を
敷
衍
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
ま
た

「抱
神
」
「純
粹
」
「素
」
な
ど
の

用
語
の
類
似
性
か
ら
し
て
も
、
『老
子
』
と
緊
密
な
關
係
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ

と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
、
漢
陰
丈
人
説
話
を
、
こ
れ
ら

一
群
の
記
逋
の

文
脈
か
ら
捉
え
直
し
て
み
た
い
と
思
う
。

四
、
比
喩
と
し
て
の
漢
陰
丈
人
と
子
貢
の
驚
き

漢
陰
丈
人
読
話
を

『
老
子
』
の
影
響
を
受
け
た
も
の
と
捉
え
、
改
め
て

「識
其



「

一
、
不
知
其
二
、
冶
其
内
、
而
不
冶
其
外
、
夫
明
白
入
素
、
无
爲
復
朴
、
體
性
抱

瀞
」
と
い
う
孔
子
の
評
語
を
見
て
み
る
。

『
老
子
』
で
は
、
「抱

一
、
能
無
離
乎
」
と

一
の
堅
守
を
表
明
す
る
第
十
章
に
お

い
て
、
「明
白
四
達
、
能
無
爲
乎
」
と

「明
白
で
あ
り
な
が
ら
無
爲
で
あ
る
こ
と
」

も
読
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「絶
聖
棄
智
」
「絶
巧
棄
利
」
と
知
惠
・技
巧
を
否
定

す
る
第
十
九
章
に
お
い
て
、
「見
素
抱
樸
」
と
内
な
る
素
朴
を
重
靦
す
る
こ
と
も

説
か
れ
て
い
る
。
『
老
子
』
で
は
、

一
の
堅
守
や
知
惠

・
技
巧
否
定

の
思
想
と
、

「明
白
入
素
、
無
爲
復
朴
」
「見
素
抱
樸
」
と
い
う
態
度
と
は
、
い
ず
れ
も
同
じ
文

脈
に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
漢
陰
丈
人
説
話
に
お
け
る

孔
子
評
語
中
の
い
ず
れ
の
表
現
も
、
知
惠
・技
巧
否
定
、
本
性
の
重
硯
と
い
う

一

つ
の
文
脈
に
お
い
て
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
本
説
話
に
は

『
老
子
』
第
十

章
、
第
十
九
章
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の

一
節
は
や
は
り
連

績
し
て
同
じ
思
想
を
表
現
す
る
も

の
と
捉
え
る
の
が
妥
當
で
あ
る
。

さ
て
、
丈
人
の
こ
の
思
想
は
、
從
來
の
本
読
話
の
解
釋
に
お
い
て
は
、
か
り
そ

め
に
混
沌
氏
の
術
を
修
め
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
、
否
定
的
な
も
の
と
さ
れ
て
き

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
既
に
本
稿

の
序
に
お
い
て
見
た

『
淮
南
子
』
や
、
今
見
た

よ
う
に
、
『
老
子
』
に
お
い
て
も
、
み
な
こ
の
主
題
は
理
想
的
境
地
を
表
す
も
の

と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。
と
す
る
な
ら
、
一
篩
と
し
て
ま
と
ま
っ
て
い
る
本
読

話
に
お
い
て
、
こ
の
主
題
の
前
孚
を
非
、
後
孚
を
是
と
分
斷
し
、
そ
れ
を
舊
來
の

道
家
思
想
か
ら

の
脱
却
を
圖

っ
た
も
の
と
す
る
の
は
も
は
や
考
え
難
い
こ
と
と
言

え
る
。
本
読
話
に
お
け
る
孔
子
の
評
語
は
、
全
體
的
に
、
知
恵
や
技
巧
、
さ
ら
に

知
恵
や
技
巧
を
生
み
出
す
精
祚
活
動
及
び
肉
體
の
意
識
を
否
定
し
て
、
本
性
を
守

り
内
な
る
素
朴
さ
を
保

つ
こ
と
を
説
く
も
の
と
取
る
べ
き
な

の
で
あ
る
。
そ
し
て

『
莊
子
』
に
お
け
る
漢
陰
丈
人
は
、
眞
に
混
沌
氏
の
術
を
修
め
た
者
と
さ
れ
て
い

る
と
把
握
す
べ
き
で
あ
る
。

『
莊
子
』
天
地
篇
「漢
陰
丈
人
説
話
」
に
見
る
解
釋
の
變
容

た
だ
殘
る
問
題
は
孔
子
評
語
中
の

「夫
明
白
入
素
、
无
爲
復
朴
、
體
性
抱
瀞
」

に
績
く

「以
遊
世
俗
之
間
者
」
と
い
う

一
文
で
あ
る
。
こ
の

「遊
」
に
よ
っ
て
從

來
の
、
「夫
明
白
入
素
、
无
爲
復
朴
、
體
性
抱
紳
」
と

い
う
態
度
に
よ
っ
て

「世

俗
に
獨
應
し
て
い
く
」、
と
い
う
解
釋
が
威
り
立
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、

こ
の

「遊
」
と
は
、
既
に
見
た
子
貢
の
語
の
中
に
、
「託
生
與
民
竝
行
而
不
知
其

所
之
、
忙
乎
淳
備
哉
」
と
丈
人
の
實
情
を
語
る

一
節
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
丈
人
自

身
が
既
に

一
農
夫
と
し
て
世
俗
に
身
を
置
き
、
民
衆
と
共
に
生
き
て
い
る
と
い
う

事
實
を
示
す
も
の
に
過
ぎ
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
す
る
と
丈
人
は
や
は
り
、

ハヨ

『
莊
子
』
の
知
恵
・技
巧
否
定
の
思
想
を
體
現
す
る
者
と
見
る
の
が
妥
當
で
あ
ろ
う
。

『莊
子
』
の
歡
え
を
體
現
す
る
者
が

一
農
夫
と
し
て
世
俗
に
あ
り
、
民
衆
と
共

に
生
き
て
い
る
。
實
は
こ
の
意
外
性
が

『
莊
子
』
の
狙
い
で
は
な
か
っ
た

の
だ
ろ

う
か
。
至
人
の
境
地
と
原
始
的
な
農
作
業
を
す
る

一
農
夫
、
こ
の
比
喩
の
妙
に
こ

そ
俗
人
に
驚
き
の
情
を
喚
起
さ
せ
、
俗
人
を
目
覺
め
さ
せ
る
契
機
が
存
在
す
る
。

事
實
、
子
貢
は
大
い
に
驚
い
て
激
え
を
受
け
入
れ
た
の
で
あ
る
。
奇
拔
な
比
喩
に

驚

い
た
者
が
、
驚
き
を
解
淌
し
よ
う
と
そ
の
比
喩
を
合
理
化
す
る
過
程
に
お
い

て
、
教
え
は
浸
透
し
て
ゆ
く
。
そ
し
て
そ
れ
こ
そ
が

『莊
子
』
の
意
圖
で
あ

っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
か
く
て
、
本
読
話
は
、
本
稿
第

一
節
で
見
た
③
説
の
よ

う
に
、

「子
貢
よ
、
お
ま
え
が
驚
い
た
の
も
無
理
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
境
地

は
我
々
が
十
分
に
理
解
し
え
る
も
の
で
は
な
か

っ
た

の
だ
か
ら
」
と
結
ば
れ
る
ベ

ハ
 

き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

漢
陰
丈
人
説
話
が
從
來
解
釋
さ
れ
て
き
た
よ
う
な
内
容
を
も

つ
説
話
で
は
な

い

こ
と
が
、
以
上
よ
り
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
と
思
う
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
本
読
話
が

世
俗
に
對
磨
し
て
い
く
こ
と
を
説
く
説
話
と
し
て
讀
ま
れ
、
そ
れ
が
今
日
ま
で
主

流
な
解
釋
と
な

っ
た
の
か
。
最
後
に
こ
の
點
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

七
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五
、
郭
象
に
よ
る
解
釋
の
轉
換

『
莊
子
』
は
そ
の
冒
頭
に
お
い
て
鵬
の
飛
翔
を
描
く
。
こ
の
壯
大
な
比
喩
に
始

ま
り
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
を
超
越
す
る
無
窮

へ
の
遊
び

へ
と
読
き
至
る
そ
の
筆
致
は

ま
さ
に
、
常
識
の
世
界
に
埋
沒
す
る
我

々
を
驚
き
と
と
も
に
目
覺
め
さ
せ
、
『
莊

ロ 

子
』
の
世
界

へ
と
導
き
入
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
郭
象
は
こ
の
描
寫

に
つ
い
て
、
「實
體
不
明
の
も
の
に
寄
せ
た
比

ハ 

喩
は
忘
れ
、
む
し
ろ
本
質
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
以
下

に
續
く
種

々
の
比
喩
に
…對
し
て
も
、
「そ
れ
ぞ
れ

一
方
の
み
を
重
ん
じ
る
も
の
で

ロな

あ
り
、
こ
れ
ら
に
惑
わ
さ
れ
て
は

い
け
な
い
」
と
否
定
す
る
。
郭
象
は
比
喩
を
盡

く
排
除
し
て
、
た
だ
こ
の
寓
話
末
尾
の

「若
夫
乘
天
地
之
正
、
而
御
六
氣
之
辯
、

ハ
 

以
遊
无
窮
者
、
彼
且
悪
乎
待
哉
」
を
本
質
と
し
て
重
靦
す
べ
き
で
あ
る
と
読
く
。

そ
し
て
彼
は
こ
の

一
節
を
、
「天
地
の
正
に
乘
ず
る
と
は
、
萬
物

の
性
に
順
う
こ

と
で
あ
り
、
六
氣
の
辯
を
御
す
る
と
は
、
變
化
の
塗
に
遊
ぶ
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

ハ 

よ
う
に
し
て
往
け
ば
、
ど
う
し
て
窮
す
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
」
と
解
釋
す
る
。
つ

ま
り
郭
象
の
言
う
こ
の
寓
話
の
本
質
と
は
、
「萬
物
の
性
に
順
い
、
變
化
の
塗
に

遊
ぶ
」
こ
と
な
の
で
あ
る
。
し
か

し
こ
れ
は
こ
の
寓
話
の
解
釋
と
し
て
委
當
な
も

の
と
は
言
え
な
い
。
郭
象

の
注
に
は

「以
遊
无
窮
者
」
を
解
釋
し
た
部
分
が
見
ら

れ
な

い
が
、
そ
れ
は
郭
象
が

「若
夫
乘
天
地
之
正
、
而
御
六
氣
之
辯
、
以
遊
无
窮

者
」
と
い
う
正
文
を
、
「若
夫
乘
天
地
之
正
、
而
御
六
氣
之
辯
以
遊
、
无
窮
者
」

と
訓
ん
で
い
る
た
め
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
郭
象
の
意
圖
的
な
讀
み
變
え
が
あ
る
。

彼
は
、
正
文
を
こ
の
よ
う
に
讀
む

こ
と
で
、
「無
窮
に
遊
ぶ
」
と
い
う
寓
話
的
描

寫
を
捨
て
、
「本
性
に
從
い
變
化
に
獨
應
し
て
ゆ
け
ば
、
窮
す
る
こ
と
が
な

い
」

と
い
う
、
よ
り
實
踐
韵
な
思
想
を

志
向
す
る
も
の
に
變
貌
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
郭

象
が

『
莊
子
』
に
現
實
的
効
用
の
言
論
を
求
め
た
こ
と
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る

八

拠
、
そ
の
効
用
と
は
、
以
上
の
よ
う
に
、
と
り
わ
け
變
化
に
從
う
こ
と
を
重
硯
す

る
も
の
で
あ

っ
た
。

郭
象
よ
り
少
し
後
の
時
代
に
著
さ
れ
た
王
坦
之
の

「廢
莊
論
」
に
は
、
何
晏
の

ハ
 

「鬻
子
、
莊
子
は
躯
を
玄
盧
に
放
ち
、
時
變
に
周
ね
か
ら
ず
」
と
い
う
批
到
が
載

せ
ら
れ
て
い
る
。

「時
代
の
變
化
に
樹
應
で
き
な

い
空
論
」
、
こ
れ
が
郭
象
の
時

代
、
既
に
支
配
的
な

『
莊
子
』
評
價
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
郭
象
注
と
は
實
に

こ
の
よ
う
な
批
剣
を
克
服
す
べ
く
、
隱
者
を
嫌
い
、
奇
拔
な
比
喩
を
斥
け
、
寓
話

的
描
寫
を
巧
み
に
饋
み
變
え
る
こ
と
に
よ
り
、
『
莊
子
』
を
時
變
に
野
應
し
う
る

言
論
に
變
貌
さ
せ
よ
う
と
圖
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
郭
象
の
こ
の
立
場

は
、
當
然
な
が
ら
漢
陰
丈
人
説
話
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
本
説
話

へ
の
注
に
お

ハ 

い
て
、
彼
は
執
拗
に
變
化
に
獨
應
す
べ
き
こ
と
を
読
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
郭
象
は
本
読
話
中
の
、
一
體
ど
こ
に
、
現
實
順
磨
の
思
想
と
の
接
點
を
見

出
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
點
は
冒
頭
で
見
た
彼

の

「今
に
背
を
向
け
古
い
や

り
方
に
拘
泥
し
、
世
の
中
に
合
わ
せ
る
こ
と
を
恥
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
彼
が

ま
り

眞
に
混
沌
氏
の
術
を
修
め
た
も
の
で
な
い
こ
と
が
わ
か
る
」
と
い
う
注
か
ら
窺
え

る
。
彼
は
、
丈
人
か
新
た
な
道
具
の
使
用
を
拒
ん
で
原
始
的
な
や
り
方
に
拘
泥
し

た
點
を
捉
え
、
丈
人
を

「現
實
に
背
を
向
け
る
者
」
と
見
な
し
た
。
ま
た

二

を

知
っ
て
二
を
知
ら
な
い
、
内
を
冶
め
て
外
を
治
め
な
い
」
と
い
う
表
現
を
そ
の
現

實
否
定
の
態
度
の
形
容
と
し
た
。
そ
う
し
て
本
説
話
を
現
實
に
鉗
應
し
て
ゆ
く
こ

と
を
説
く
も
の
、
と
讀
み
變
え
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
本
説
話
の
實
際
の
内
容

は
、
現
實
否
定
で
は
な
く
、
知
惠

・
技
巧
否
定
で
あ
り
、

「
一
を
知

っ
て
二
を
知

ら
な
い
、
内
を
治
め
て
外
を
治
め
な
い
」
と
は
、
内
な
る
本
性
を
重
靦
し
雜
多
な

知
恵

・
技
巧
を
否
定
す
る
こ
と
の
形
容
で
あ
っ
た
。
漢
陰
丈
人
説
話
に
お
け
る

『
莊
子
』
本
來
の
意
圖
が
失
わ
れ
た
の
は
、
郭
象
が
そ
の
時
代
的
要
請

の
現
實
志

向
に
封
磨
さ
せ
て
、
『
莊
子
』
を
解
釋
し
た
こ
と
に
端
を
發
す
る
も

の
で
あ
っ
た



-
1と

言
え
る
の
で
あ
る
。

結

語

王
坦
之
は

「廢
莊
論
」
の
中
で
、
「昔
、
漢
陰
丈
人
は
混
沌
の
術
を
修
め
、
孔

子
は
そ
れ
を
、
一
を
知

っ
て
二
を
知
ら
な

い
と
非
難
し
た
が
、
莊
子
の
思
想
も
こ

れ
に
似
て
い
な
い
漣
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
王
坦
之
の
時
代
に
は

既
に
こ
の
読
話
が
郭
象

の
解
釋
に
從
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
ぶ
、
し
か
し
こ

こ
に
お
い
て
も
な
お
、
『
莊
子
』

の
思
想
は
ま
さ
に

「
一
を
知
っ
て
二
を
知
ら
な

い
」
現
實
的
効
用
に
乏
し
い
も
の
と
見
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
す
る
と
漢
陰

丈
人
説
話
が
、
從
來
の
解
釋
の
よ
う
に

『
莊
子
』
的

「
一
を
知
っ
て
二
を
知
ら
な

い
」
思
想
を
否
定
し
去

っ
た
も
の
で
あ

っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
か
な
り
の
衝
撃

で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
が
先
の

『
淮
南
子
』
や

こ
の

「廢
莊

論
」
に
は
窺
え
な
い
。
そ
の
點
か
ら
も
從
來
の
、
新
し
い
道
家
思
想

へ
の
脱
却
説

は
、
本
読
話
の
原
初
に
お
い
て
意

圖
さ
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
ろ
う
。

以
上
よ
り
漢
陰
丈
人
読
話
を
ま
と
め
て
み
る
。
子
貢
が
丈
人
の
読
く
突
飛
な
思

想
に
觸
れ
て
驚
き
、
驚
き
の
後
、
そ
の
教
え
を
受
け
入
れ
る
。
子
貢
が
受
け
入
れ

た
教
え
と
は
、
『
老
子
』
の
影
響
を
受
け
た
、
知
恵
や
技
巧
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
を

生
み
出
す
精
禪
活
動
や
肉
體

の
意
識
を
否
定
す
る
思
想
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
そ
れ

は
孔
子
を
通
し
て
、
一
や
内

の
素

朴
さ
を
重
覗
し
、
二
や
外

へ
の
廣
が
り
を
否
定

す
る
教
義
と
さ
れ
た
。
本
設
話
は
、
こ
の
よ
う
な
歡
義
を
、
原
始
的
な
農
作
業
を

す
る

一
農
夫
と
い
う
比
喩
を
借
り

て
読
い
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
原
始
的
な
農
作

業
を
す
る

一
農
夫
が
至
人
の
境
地
を
體
現
し
て
い
る
。
こ
の
意
外
さ
は
驚
き
を
拌

わ
な
い
は
ず

の
な

い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
教
え
は
、
こ
の
驚
き
を
通
し

て
浸
透
し
て
ゆ
く
。
本
説
話
は
ま
た
、
『
莊
子
』
の
奇
拔
な
比
喩
に
意
圖
さ
れ
た

『莊
子
』
天
地
篇
「漢
陰
丈
人
説
話
』
に
見
る
解
釋
の
變
容

驚
き
の
効
用
を
描
く
も
の
で
も
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
い
か
に
奇
拔
な
比
喩
で
あ
ろ
う
と
も
、
時
と
と
も
に
色
褪
せ

ざ
る
を
え
な
い
の
は
宿
命
で
あ
る
。
色
褪
せ
た
比
喩
に
は
も
は
や
驚
き
は
な
い
。

比
喩
が
色
褪
せ
た
後
の
時
代
の
人
々
に
は
、
王
坦
之
も
言
う
よ
う
に
、
そ
れ
は
單

ハ 
ソ

な
る

「詭
譎
で
恢
誕
な
誇
張
」
と
し
か
映
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
必
要

な
の
は
解
釋
の
轉
換
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
そ
の
轉
換
を
實
現
し
た

の
溺
郭
象
で

あ

っ
た
。
そ
の
時
、
驚
き
惑
わ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た

『
莊
子
』
の
比
喩
は
、

驚
き
惑
わ
さ
れ
て
は
い
け
な
い
も
の
に
變
容
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
郭
象
に

よ

っ
て
、
一
や
内
を
重
覗
し
二
や
外
を
否
定
す
る
歡
義
は
現
實
否
定
の
表
徴
に
歪

め
ら
れ
、
そ
れ
を
體
現
し
た
丈
人
も
混
沌
氏
の
術
を
修
め
て
は
い
な
い
者
に
貶
め

ら
れ
、
子
貢
の
驚
き
も
何
の
意
味
も
な
い
單
な
る
戯
畫
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
に

な

っ
た
の
で
あ
る
。

本
稿
で
見
た
漢
陰
丈
人
読
話
は
、
後
世
の
解
釋
に
よ
っ
て

『
莊
子
』
の
本
來
的

意
圖
が
損
な
わ
れ
、
そ
の
解
釋
が
損
な
わ
れ
た
ま
ま
で
い
る
、
そ
う
い
っ
た
ケ
ー

ス
が
今
な
お
存
在
す
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

注(1
)

こ

の
読
話

の
標

題
に

つ
い
て
、
例
え
ば
張
恒
壽

『
莊
子
新

探
』

(湖
北
人
民
出
版

瓧
、

一
九

八
三
年

)
は

「子
貢

遇
抱
甕

丈
人
故
事
」
と
す

る
。
本
稿

で
は
便
宜
上

「漢
陰
丈
人
説
話
」

と
呼
ぶ
。

(2
)

森

三
樹

三
郎

『
莊

子
』
外
篇

(
中
公
文
庫
、

一
九
七

四
年
)

(以

下
、

森

『
莊

子
』
)
は
、
こ
の
説

話
を

「
い
わ
ば

大
乘
化
し
た
道
家
思
想
で
あ
り
、
後
期
道
家

の

思
想

で
あ
る
と
言
え
よ
う
」

(九
九
頁
)
と
す
る
。

池

田
知
久

『
莊
子
』

上

(中
國

の
古
典
5
、
學
習
研
究
瓧
、

一
九

八
三
年
)

(以
下
、

池
田

『
莊
子
』
)

は
、

「世
俗

に
妥
協
し
な

い
孤
高

の
漢
陰
丈
人
を

『
其

の
内
を

治
め
て
、
其

の
外
を
治
め
ず
』
と

九



日
本
中
國
學
會
報

第
五
十
二
集

貶
し

て
、
古

い
道
家
思
想
か
ら

の
脱
却
を
は
か

っ
た
も
の
」
(四
八

一
頁
)
と
す

る
。

(
3
)

『
莊
子
』
、
『
郭
象

注
』

お
よ

び

『
成
玄
英
疏

』

の
原

文
は
、
郭
慶

藩

『
莊
子
集

釋
』

(中
華

書
局
、

一
九
六

一
年
)
に
よ
る
。

(
4
)

郭
象
注

「
以
其
背
今
向
古
、

羞
爲
世
事
、
故
知
其

非
屓
渾
沌
也
、
徒
識
修
古
抱

灌
之
朴

而
不
知
因

時
任
物
之

易
也
、

夫
眞
渾
沌
、

都

不
治
也
、

豊
以
其
外
内
爲
異

而
偏
有
所
治
哉
、

此
眞
渾
沌
也
、
故
與
世
同
波
而

不
自

失
」
。

(
5
)

成
玄
英
疏
は
、

「既
背
今
向
古
、
所
以
知
非
員
渾
沌
氏
之
術
也
、
識
其

一
、
謂
向

古
而

不
移
也
、

不
知

其

二
、
謂

不
能

順
今
而
適
變
」

と
、
丈
人

の
態
度
を
昔
に
拘

泥
し
た
ま

ま
で
時
代

の
變
化
に

つ
い
て
い
け
な

い
者
と
し
、
虞

の
渾
沌
を

「悟
眞

性
而
抱
精

淳
、
混
囂
塵

而
遊
世
俗
者
」

と
、
眞
徃
を
悟

り
素
朴
を

抱

い
て
世
俗
に

ま
み
れ

る
者
と
す

る
。

ま
た
、
輻
永
光

司

『
莊
子
』

外
篇
上

(朝

日
古
典
選
、
朝

日
文
庫
、

一
九
七

八
年

)

(以
下
、

輻
永

『
莊
子
』
)
溺

、
漢
陰
丈

人
を

「彼
は
自

己
内
面

の
眞
實
を
追
究

す
る
だ
け

で
、

自
己
と
外
界
と

の
關
係
、
歴

史
的
瓧
會
的

な

現
實

に
正
し
く
獨
處

す
る

こ
と
を
知

ら
な

い
も

の
で
あ
る
」
と

し
、

屓

の
渾
沌

を

「自
然

の
本
性
を
全

う
し

て
靈
妙
な

心
の
は
た
ら
き

を
保
持

し
な

が
ら
、
し
か

も

現
實

の
瓧
會

の
な

か
で
自
由
に

己
れ

の
生
活
を
樂

し
ん

で
ゆ
け

る
人
間
」
と
し

て
い
る
。

金
谷
治

『
莊
子
』
第

二
册

(岩

波
文

庫
、

一
九
七

五
年
)

(以
下
、
金
谷

『
莊

子
』
)
は
、
漢
陰
丈
人

は

「ま
だ
眞
實
に
そ
れ

を
修
め
る
も

の
で
は
な
く
、
誤

っ

た
學

び
か
た
を

し
て

い
る
た
め
に
、
世
俗

か
ら
離
れ
た

生
活
し
か

で
き
な

い
で

い

る
」

と
す

る
。

他
に
、

武
内
義
雄

「老
子
と
莊

子
」

(『
武
内
義
雄
全

集
』

第
亠ハ
卷

所
收
、

角
川
書

店
、

↓
九
七
八
年
)
、
赤
塚
忠

『
莊
子
』

(
全
釋
漢
文
體

系
、
集
英

瓧
、

一
九

七
四
年
)
、
森

『
莊

子
』
、
池

田

『
莊

子
』
、
野
村

茂
夫

『
莊

子
』

(講
談

肚
、

一
九
八
七
年
)
が

こ
の
説
を
と
る
。
錢
穆

『
莊
子
纂
箋
』

(東
南
印
務
出
版
瓧
、

一
九
六

二
年
)
、
王
世
舜
主
編

『
莊
子
譯
注
』
(山
東
激
育

出
版

瓧
、

一
九
八
三
年
)、

張
耿
光

『
莊
子
全
譯
』
(貴
州
人
民
出
版
肚
、

一
九
九
〇
年
)
な
ど
も

同
樣
で
あ

る
。

(6
)

林
希
逸

『
莊

子
庸

齋

口
義
』

(中

華
書
局
、

一
九
九

七
年
)

が
そ

の
代
表

で
、

「假
、

大
也
。
假

修
、
大
修
也
」

「
識
其

一
者
、

所
守
純

一
也
、
不
知
其

二
者
、

言

一
〇

不
分
也
」
と
、
漢
陰

丈
人
竝
び

に

「
識
其

一
、

不
知
其

二
」
と

い
う
態

度
を
評
價

す

る
。
ま

た
李

勉

『
莊
子
總
論
及
分
篇
評
注
』
(臺
灣
商
務
印
書
館
、

一
九
七

三
年
)

は
、

「假
、
借
也

二
冒
彼
借
渾
沌
氏
之
術
以
修
身
者
也
、

此
原
借
孔
子
子
貢

之

言
贊
揚
丈
人
、
而

譏
子
貢
與
孔

子
、
乃
郭
象
之

注
誤
假
爲
眞
假
之
假
、

塗
以
爲

孔

子
嗤
丈

人
之
詞
、
郭

注
既
誤
、
後

世
各

注
家
均
承
其

誤
、
無

一
人
能
匡

正
者
」

と
、
郭
象
注

の
誤
り
と
後

世
の
注
釋
家
が
そ
れ
に
從

っ
て
き
た
こ
と

の
非
を
説
き
、

曹
礎
基

『
莊

子
淺

注
』

(中
華
書
局
、

一
九

八
二
年
)
、
陳
鼓
應

『
莊
子
今
注
今
譯
』

(
中
華
書
局

、

一
九
八
三
年
)
、
前
掲

張
恒

壽

『
莊
子

新
探
』
、
方

勇

・
陸

永
品
著

『
莊

子
詮
評
』

(
巴
蜀
書
肚
、

一
九
九

八
年
)
が

こ

の
李

勉
読
に
從
う
。

他
に
羅
勉

道

『
南
華
翼
經
循
本
』

(『
無
求
備
齋
莊
子
集
成
』
)
も

こ
の
説
を
と
り
、
鍾
泰

『
莊

子
發
微
』

(
上
海
古
籍
出
版
肚
、

一
九
八
八
年
)
は
羅
勉
道
読
を
是
と
し

て
い
る
。

(7
)

中
華
書
局

・
新
編
諸
子
集
成
、

一
九
九
八
年
。

(8
)

楠
山
春
樹

「淮
南

子
よ
り
見
た

る
莊
子

の
成
立
」

(『
道
家
思
想
と
道
歡

』
卆
河

出
版
肚
、

一
九
九
二
年
所
收
、
二
九
七
頁
)
。
他

に
金
谷

治

『
淮
南

子

の
思
想
』
(講

談
瓧
學
術
文
庫
、

一
九
九

二
年
)

「第

二
部

・
第

二
章
老
莊
的
統

一
、

2
さ

ま
ざ
ま

な
立

場

・
道
家
思
想
」
參
考
。
な

お
池

田

『
莊
子
』

は
、
丈
人
を
肯
定
韵

に
捉
え

る
注

(6
)

の
諸
読
に
弱

し

「『
淮
南
子
』
精
祚
訓
に
惹
か
れ
た
誤
り
だ
ろ
う
」
と

し
て

い
る

(
四
九

五
頁
)
。

(9
)

注

(14
)

參
照
。

(10
)

故
與

世
同
波
而
不
自
失
、
則
雖
遊
於
世

俗
而
泯
然
無

迹
、
豈

必
使
汝
驚

哉
。

(11
)

注

(
17
)

參
照
。

(蚣
)

な
お
、
郭
象
注

の
向
秀
注
剽
窃
読
に

つ
い
て
は
、
古

勝
隆

一

「郭
象
に
よ

る

『
莊

子
』
捌
定
」

(『
東
方
學
』
第
九
十

二
輯
、

一
九
九
六
年
)

が
、
幅
永
光
司

『
郭
象

の

『
莊
子

注
』

と
向
秀
の

『
莊
子

注
』
1

郭
象
盜
窃
説

に

つ
い
て

の
疑
問

」

(『
東

方

學
報
』

三
六
、

一
九
六

四
年
)

に
よ
り
、
郭
象
個
人

の
著
作
と
し

て
扱

え
る
よ

う

に
な

っ
た
と
す
る

の
に
從
う
。

(13
)

①
説
を
と

る
も
の
に
郭
象
注
、
成
玄
英
疏
、
赤

塚

『
莊

子
』
、
金
谷

『
莊

子
』
、
池



■
-

田

『
莊
子
』
が

あ
る
。
②

読
を
と

る
も
の
に
森

『
莊
子
』
、

輻
永

『
莊

子
』
、
張
耿

光

『
莊

子
全
譯
』
が
あ

る
。
③

説
を
と
る
も
の
に
林
希
逸

『
莊
子
庸
齋

口
義
』
、
陳

鼓
應

『
莊
子
今
注
今
譯
』
、
鍾

泰

『
莊
子
發
微
』
が

あ
る
。

④
説
を
と
る
も

の
に
曹

礎
基

『
莊
子
淺
注
』
、
方
勇

・
陸
永
品
著

『
莊
子
詮
評
』
が
あ

る
。

(14
)

子
貢
卑
陬

失
色
、

項
項
然
不
自
得
、
行
三
十
里
而
後
癒
。
「
卑
陬
」
と
は
、
鍾
泰

『
莊
子
發
微
』
が

『卑
陬
、

跼
蹐

不
安
也
」
と
す

る
よ
う
に
大
き
な
動
搖
を
示
す

も

の
と
思
わ
れ
、
「項

項
然

不
自
得
」
と

は
、
秋
水
篇

の

「
適
適
然
驚
、
規
規
然
自

失
」

と
同
樣
、
驚
き

の
あ
ま

り
茫

然
自
失
す
る
樣
を
表
す
言
葉

で
あ
ろ
う
。

(
15
)

日
、
始
吾
以

爲
天
下

一
人
耳
、
不
知
復
有
夫
人
也
。
吾
聞
之
夫
子
、
事
求

可
、
功

求
成
、

用
力
少
、
見
功

多
者
、
聖

人
之
道
。
今
徒

不
然
。

執
道
者
徳

全
、
徳
全

者

形
全
、

形
全
者
碑
全
、
紳

全
者
、

聖
人
之
道
也
。

託
生
與
民
竝
行
而

不
知
其
所

之
、

忙
乎
淳
備
哉
、
功

利
機

巧
必
忘
夫
人
之
心
。

(16
)

子
貢
が
語
る

「執
道
者
徳
全
」
以
下

の
言
読

は
、
丈
人

の

「機

心
存

於
胸
中
、
則

純
白
不
備
、
純
白

不
備
、

則
帥
生
不
定
、
帥
生
不
定
者
、
道
之
所

不
載
也
」

「
汝
方

將
忘
汝
祕
氣
、
墮

汝
形
骸

、
而
庶
幾
乎
」
と

い
う
教
え
を
咀
嚼

し
た
も

の
で
あ

る
。

(17
)

肩
吾
問
於
連
叔

日
、
吾
聞
言
於
接
輿
、
大
而
无
當
、

往
而
不
反
、
吾
驚
怖

其
言
、

獪
河
漢
而

无
極

也
、
大
有
逕
庭
、
不
近
人
情
焉
。
連
叔

日
、
其
言
謂
何
哉
。

日
、
藐

姑
射
之

山
、
有
脚

人
居
焉
。

・
吾
以
是

狂
而

不
信
。

連
叔

日
、
然
、

豈

唯

形
骸
有
聾
盲
哉
、
夫
知
亦
有
之
。
是
其
言
也
、
獪
時
女
也
。
之
人
也
、
之
徳
也
、
將

旁
碑
萬
物

以
爲

一
。

(逍
遙
遊
篇
)

(18
)

梓
慶
創
木
爲

鑢
、
鱇
成
、

見
者
驚
獪
鬼
祕
。
魯
侯

見
而
問
焉
、

日
、

子
何

術
以

爲
焉
。
劉

日
、

(逹
生
篇
)

(19
)

有
孫
休
者
、

踵
門
而
詫

子
扁
慶
子

臼
、

則
胡

罪
乎
、
天
哉
、
休

惡
遇
此
命

也
。

扁
子

日
、

子
獨

不
聞

夫
至
人
之
自
行

邪
。
忘

其
肝
膽
、
遣

其
耳

目
、

芒
然
彷

徨
乎

塵
垢
之
外
、

逍
遙
乎

无
事
之
業
、
是

謂
爲

而
不
恃
、
長

而
不
宰
。
今

汝
飾
知

以
驚
愚
、
修
身

以
明
汗
、
昭
昭
乎
若
掲

日
月
而
行

也
。

又
何
暇
乎
天
之
怨
哉
。

子
往
矣
。
孫
子

出
。

扁

子
入
、

坐
有

間
、

仰
天
而
歎
。
弟

子
問

日
、
先

生
何
爲
歎

『
莊
子
』
天
地
篇

「
漢
陰
丈

人
読
話
」
に
見
る
解
釋
の
變
容

乎
。
扁

子
日
、

向
者
休
來
、
吾
告
之

以
至
人
之
徳
、

吾
恐
其
驚

而
塗
至
於
惑
也
。

昔
者
有
鳥
止
於
魯
郊
、
魯
君
読
之
气
爲

具
太
牢
以
饗
之
、
奏
九

韶
以
樂
之
。
鳥

乃
始
憂
悲
眩

靦
、

不
敢
飮
食
。

今

休
、
款
啓
寡
聞

之
民
也
。

吾
告
以
至
人
之

徳
、
譬
之
若
載
露
以
車
馬
、
樂
鵁
以
鐘
鼓
也
。
彼

又
悪
能

无
驚
乎

哉
。

(蓮
生
篇
)

(
20
)

『
列
子
』
周
穆

王
篇

に

「知
其
所
由
然

則
無
所
怛
」

(中
華

書
局

・
新
編
諸
子
集

成
、

一
九
九
七
年
)
と
あ
る

の
を
參
考
。

(
21
)

有
機
械

者
必
有
機

事
、
有
機
事
者
必
有
機
心
。
機

心
存
於
胸
中
、
則
純
白

不
備
、

純
白

不
備
、
則
瀞
生

不
定
、
騨
生
不
定
者
、
道
之
所

不
載
也
。

(
羽
)

人
間
世
篇

「
且
以
巧
鬪
力
者
、
始
乎
陽
、
常
卒
乎
陰
」
。
な
お

こ
の
解
釋
は
金
谷

『
莊
子
』

(第

一
册
、

=

一五
頁
)

に
從
う
。
應
帝

王
篇

「胥
易

技
係
、

勞
形
忱
心

者
也
」
。
大
宗
師
篇

「无
事
而
生
定
」
。

(
認
)

汝
方
將
忘
汝
黜胛
氣
、

墮
汝
形
骸
、

而
磨

幾
乎
。

(
24
)

墮
肢

體
、

黜
聰
明
、

離
形
去

知
、

同
於

大
通
、

此
謂
坐
忘
。

(大
宗
師
篇
)

(
25
)

故

日
、
魚

不
可
蛻
於
淵
、
國
之
利

器
不
可
以

示
人
。
彼
聖
人
者

天
下
之
利

器
也
、

非
所

以
明
天
下
也
。
故
絶
聖
棄
知
、

大
盜

乃
止
、
撞

玉
毀
珠
、

小
盜
不
起
、
焚
符

破
璽
、

而
民
朴
鄙
、
挌
斗
折
衡
、

而
民
不
爭
。
殫
殘

天
下
之
聖

法
、

而
民
始

可
與

論
議
。

擢
亂
六
律
、
鑠
絶
竿
瑟
、

塞
瞽
曠
之
耳
、

而
天
下
始

人
含
其
聰
矣
。
減
文

章
、
散

五
采
、
膠

離
朱
之

目
、
而
天
下

始
人

含
其
明
矣
。
毀
絶
鉤
繩
而
棄
規
矩
、
掴

工
僅

之
指
、

而
天
下
始
人
有
其

巧
矣
。
故

日
、

大
巧
若
拙
。
創

曾
史
之
行
、
鉗
楊

墨
之

口
、
攘
棄

仁
義
、
而
天
下
之
徳
始
玄

同
矣
。
彼
人
含
其
明
、
則
天
下

不
鑠
矣
」

人
含

其
聰
、

則
天
下

不
累
矣
。

人
含
其
知
、
則

天
下
不
惑
矣
。

人
含
其
徳
、
則
天

下

不
僻
矣
。

彼
曾
、
史
、

楊
、

墨
、

師
曠
、

工
捶
、

離
朱
、

皆
外
立
其
徳
而
以
燼

亂

天
下
者
也
、
法
之
所

无
用
也
。

(肱
篋
篇
)

(26
)

廣
成
子
蹶

然
而
起

日
、

善
哉
問
乎
。
來
、
吾

語
女
至
道
。

至
道
之
精
、
窈
窈
冥

冥
、

至
道
之
極
、
昏
昏
默
默
。
无
観
无
聽
、
抱
淋

以
靜
、
形

將
自

正
。

必
靜

必
清
、

无
勞

女
形
、
无
搖
女
精
、
乃
可
以
長
生
。

目
无
所

見
、
耳
无
所
聞
、
心
无
所
知
、
女

碑

將
守
形
、
形

乃
長

生
。

愼
女
丙
、
閉
女

外
、

多
知
爲
敗
。

我
守
其

一
以
處

一

一



日
本
中
國
學
會
報

第
五
十

二
集

其
和
。

(在
宥
篇
)

(27
)

・去
知
與
故
、
循

天
之

理
。
故
无
天
災
、
无
物
累
、
无
人
非
、
无
鬼
貴
。

:

光
矣

而

不
燿
、
信

矣
而

不
期
。

・
一
而

不
變

、
錚
之

至
也
。

故

日
、
純

粹

而
不
雜
、
離

一
而

不
變
、
憐
而

无
爲
、
動
而

以
天
行
、
此
養
帥
之
道

也
。

純

素
之

道
、
唯
禪
是
守
。

守
而
勿
失
、

與
碑
爲

一
。

一
之
精
通
、
合
於

天
倫
。

野
語

有
之

日
、
衆
人
重
利
、

廉
士
重
名
、

賢
人
尚
志
、

聖
人
貴
精
。
故
素

也
者
、
謂

其

无
所
與
雜

也
。
純
也
者
、
謂
其

不
虧
其
神

也
。
能
體
純
素
、
謂
之
員
人
。
(刻

意
篇
)

(
28
)

福
永

『
莊

子
』

(外
篇
上
、

九
〇

頁
)
。
ま
た

王
夫
之

『
莊
子
解
』

卷

八
に

「
外

篇
則
但
爲

老
子
作
訓
詁
」
と

あ
る
。

(
29
)

前
掲
武
内

義
雄

「老
子
と
莊

子
」

が
、
駢
拇
か
ら

在
宥
に
至
る
四
篇
は
儒
家

の

仁
義
禮
樂

に
反
樹

し
て
絶
聖
棄

知
を
唱
え
性
情
を
重
ん

じ
る

こ
と
を
説
く
も

の
(
一

三

一
頁
)
、
天
地
篇
以
下
諸
篇

の
反
性
復

初
詭
は
知
巧
を
去

っ
て
天
徳
に
和
す

る
こ

と
を
主
張
す

る
も

の

(
=
三

二
頁
)
と
す
る

の
を
參
考
。

(
30
)

例

え
ば
先

の
在
宥
篇
に

お

い
て
は
、

「无
覘

无
聽
」
が

『
老
子
』
第

十
四
章

の

「靦
之

不
見
、
名

日
夷
、

聽
之

不
聞
、

名

日
希
」

に
、

「
我
守
其

一
以
處

其
和
」
が

『
老
子
』
第
十
章

の

「載
螢
魄

抱

一
、
能
無
離
乎
』
に
、
ま
た
刻
意
篇

で
は

「光
矣

而

不
燿
」

が

『
老
子
』
第

五
十

八
章

の

「光
而

不
燿

」
に
そ
れ
ぞ
れ

影
響
さ
れ
た

も

の
で
あ

ろ
う
。
な
お

『
老

子
』

原
文
は
王
弼
本

に
よ
る
。

(31
)

『
老

子
』
第

十
九
章
原

文
は
注

(詔
)
參
照
。
ま
た

肱
篋
篇

に
は

「故

日
」
と

し

て

『
老
子
』
第

三
十
六
章

の

「魚

不
可
脆
於
淵
、
國
之
利
器
不
可
以
示
人
」
、
第

四

十
五
章

の

「大

巧
若
拙
」
も
引

用
さ
れ
て

い
る
。

(瓰
)

『
莊

子
』

に
收
め
ら
れ

る

『
老

子
』
を
引
く

記
述
群

が

『
老
子
』

の
成
立
と
ど
う

關
わ
る

の
か
。
池

田
知
久

『
老
莊

思
想
』

(放

邊
大
學
敏
育
振
興
會
、

一
九
九
六
年
)

は

「『
莊
子
』

の
あ
る
文
章
は

『
老

子
』

の
編

纂
に
先
だ

っ
て
書
か
れ

『
老
子
』
に

取
り

入
れ

ら
れ
る
材
料
を

提
供
し

て
お
り
、

あ
る
文
章

は

『
老
子
』

の
編
纂
と

ほ

ぼ

同
時

に
竝
行
し
て
書

か
れ

『
老
子
』

と

の
先
後

・
影
響
關
係
は
何
と

も
言

い
が

た
く
、

あ
る
文
章
は

『
老
子
』

の
編
纂
が

一
ま
ず

絡
了
し
た
後
に
書
か
れ

『
老
子
』

=

一

の
強

い
影
響
を
被

っ
て
い
る
」
(
六
四
頁
)
と

し
て
い
る
。
た
だ

し
、

本
稿
で
見
る

諸
篇

は
、

「故

日
」
或

い
は

「故
」
と

い
う
形

で

『
老
子
』
が
引

用
さ
れ

る
こ
と
か

ら
、
『
老
子
』
が

藍
本
と
な

っ
て

い
る
と
考
え
ら
れ

る
。

(詔
)

『
老
子
』
第

十
章

「載
營

魄
抱

一
、
能
無
離
乎
。
專
氣
致
柔
、
能
嬰
兒
乎
。
滌
除

玄
覽
、

能
無
疵
乎
。

愛
民
治
國
、
能
無
知
乎
。

天
門
開
闔
、
能

爲
雌
乎
。
明

白

四

逹
、
能
無
爲
乎
」
。
『
老
子
』
第

十
九
章

「絶
聖
棄
智
、
民
利

百
倍
。
絶
仁
棄
義
、
民

復
孝
慈
。

絶
巧
棄
利
、

盜
賊
無
有
。
此

三
者
以
爲
文

不
足
。
故

令
有
所
屬
。

見
素

抱
樸
。
少
私
寡
欲
」
。

(鈎
)

な
お
、
近
年

出
土
し
た
郭
店
楚
簡

の

『
老
子
』
第

十
九
章
原
文
は
、
『
郭
店

楚
墓

竹
簡
』

(文
物
出
版

肚
、

一
九
九

八
年
)

の
釋
文
に
よ
る
と

「絶

知
棄
辯
、

民
利
百

倍
。

絶
巧
棄

利
、
盜

賊
亡
有
。

絶
僞
棄
慮
、
民
復
孝

慈
」

で
あ

り
、

現
行
諸

本
と

大
き

く
異
な

る
。

し
か
し
そ

の
趣

旨
は
、

劉
信

芳

『
荊

門
郭
店

竹
簡
老

子
解
詁
』

(藝
文
印
書
館
、

一
九
九
九
年
)
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
漢
陰
丈

人
読
話

に
よ

り
近

い
も

の
と
言
え
る
。

(35
)

『
莊
子
』
諸
篇

の
成
立

に

つ
い
て
は
多
く

の
論
考
が
あ

る
。
黄
華
珍

『
莊
子

音
義

の
研
究
』

(
汲
古
書
院
、

一
九
九
九
年
V

「第

三
章

・
第

一
節

『
莊

子
』

の
成

立
及

び
そ

の
思
想

の
影
響
」
が

そ
れ
ら
を
整

理
し
て
い
る
。

前
掲
武
内
義

雄

「老

子
と

莊
子
」
が
肱

篋
篇
、
在
宥
篇
を

齊

の
王
建

の
時
代
、

天
地
篇
、

刻
意

篇
を
奏
漢

の

際

の
成
立
と
す
る
よ
う

に

(
一
二

一
頁
)
、
諸
読
概
ね
戰
國
末
か
ら
漢
初

の
間

の
作

と
す
る
。

(36
)

前
掲
黄
華

珍

『
莊
子
昔
義

の
研
究
』

(
一
九
八
頁
)
。

(37
)

な
お
、
從
來

の
注
釋
が
丈
人
を
否
定
し
た
の
は

「
彼
假
修
渾
沌
氏
之
術
者
也
」
の

「假
修
」
を

「假

に
修
め

る
」
と
解

釋
し
た
こ
と

に
も
原

因
が
あ

る
。

し
か

し
、
『
莊

子
』
に

「假
」

の
用
例
を
求
め
る
と
、
大
宗
師
篇

「
假
於
異
物
、
託
於
同
體
」
、

天

運
篇

「假
道
於
仁
、
託
宿
於
義
』
、

田
子
方
篇

「
獪
假
至
言
以
修

心
」
と

い
う

よ
う

に
、

「あ

る
も
の
に
借
り

る
」

「あ

る
も

の
に
託
す
」
と

い
う
手

段

の
意
味

で
用
い

ら
れ

て
お
り
、

「假
修
」
と
は

「あ
る
手
段
を
借
り
て
修
め
る
」
と

い
う
意
味

に
解



「

す

べ
き

で
あ
ろ
う
。

(
38
)

林
希
逸

『
莊
子
庸
齋

口
義
』
は

「
汝
將
固
驚
邪
、
固
、
宜
也
、
言
汝
未
知
此
道
、

宜

乎
驚

異
也
」
と
す
る
。
注

(13
)
參

照
。
な

お
、
郭
象

溝
言
う
よ
う
に

『
莊
子
』

の
至
人
が
誰

を
も
驚
か
さ
な

い
な
ら
、
そ
れ

で
は

『
莊

子
』

の
歡
え
が
浸
透

す
る

契

機
は
生
ま
れ
な

い
こ
と

に
な
る
。

(39
)

蜂
屋
邦

夫

『
老
莊

を
讃
む
』
(講

談
瓧
現
代
新
書
、

一
九

八
七
年
、
十

五
頁
)
、
張

松
輝

『
莊
子
考
辯
』

(岳
麓
書
肚
、

一
九
九
七
年
、

一
五
八
頁
)
參
考
。

(40
)

鵬

鯤
之
實
、
吾

所
未
詳
也
。

逹
觀
之

士
、
宜
要
其
會

歸
而
遺

其
所

寄
、
不

足
事
事
曲
與
生
読
、
自

不
害
其
弘
旨
、

皆
可
略
之
耳
。

(41
)

・

自
此

已
下

至
於
列
子
、
歴
擧
年
知
之

大
小
、

各
信

其

一
方
、

未
有

足
以
相

傾
者
也
。

(姐
)

然
後
統
以
無
待

之
人
、
遺
彼
忘
我
、

冥
此
羣
異
、
異
方

同
得
而
我

無
功
名
。
な

お
、
郭
象

の
こ

の
注
釋
態
度
に

つ
い
て
は
、
古
膠
隆

一

「
郭
象
に
よ
る

『
莊
子
』
刪

定
」

(『
東
方
學
』
第

九
十

二
輯
、

一
九
九
六
年
)
を
參
考
。

(
娼
)

故
乘
天
地
之

正
者
、
郎
是
順
萬
物
之

性
也
。
御
亠
ハ
氣

之
辯
者
、
郎
是
遊
變
化
之

董
也
。
如
斯

以
往
、

則
何
往
而
有
窮
哉
。

(
必
)

戸
川
芳
郎

「
郭
象

の
政
治
思
想
と
そ

の

「
莊
子
注
」
」

(『
日
本
中
國
學
會
報
』
第

十

八
集
、

一
九
六
六
年
)
、
前
掲
古
勝
論
文
參
考
。

(
弱
)

何
晏
云
、
鰯
莊
、
躯

放
玄
虚
、
而

不
周
乎
時
變
。
(王
坦
之

「廢
莊
論
」
、
『
晉
書
』

卷

七
十

五
王
堪
傳
所
收
)

(
妬
)

郭
象
沸
漢
陰
丈

人
説
話
に
お
い
て
變

化
に
読
き
及
ぶ

記
逋

は
、
「夫

用
時
之
所

用

者
、

乃
純
備
也
」

「
子
貢

・
:
未
知
純
白
者
之

同
乎
世
也
」

「
不
知
因
時
任
物
之
易

」

「故

與
世
同
波
而

不
自
失
」
な
ど
で
あ
る
。

(御
)

注

(4
)
參

照
。

(娼
)

昔

漢
陰

丈
人
修
渾
沌

之
術
、

孔
子
以
爲
識
其

一
不
識
其

二
、
莊
生
之
道
、

無
乃

類
乎
。

(49
)

恨

我
懷
之
未
盡
、
其

言
詭

議
、

其
義
恢
誕
。

(王
坦
之

「廢
莊
論
」
)

王
坦
之
は

『
莊

子
』
天
地
篇

「漢
陰
丈
人
説
話
」
に
見
る
解
釋

の
變
容

『
莊
子
』
の
言
説
が
奇
拔
な
の
は
莊
子
自
身
の
懐
い
が
言
い
盡
く
せ
な
い
こ
と
を
恐

れ
た
た
め
と
し
て
お
り
、
『
莊
子
』
の
原
初
の
意
圖
は
や
は
り
既
に
見
失
わ
れ
て
い

る
。

=
二


