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荘
⼦

そ
う
じ

︵
名
は
周し

ゅ
う

︶
は
紀
元
前
三
七
〇
年
〜
三
〇
〇
年
頃
︵
︖
︶
に
⽣
き
た
中
国
戦
国
時
代
の
思
想
家
で
︑
孟
⼦

も
う
し

と
ほ

ぼ
同
時
代
の
⼈
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
︒
古
い
伝
記
と
し
て
︑
司
⾺
遷
の
﹃
史
記
﹄︵﹁
⽼
⼦
韓
⾮
列
傳
第
三
﹂︶
に
次
の

記
述
が
⾒
ら
れ
ま
す
︒ 

 莊
⼦
者
蒙
⼈
也
︒
名
周
︒
周
嘗
為
蒙
漆
園
吏
︒
與
梁
惠
王
︑
⿑
宣
王
同
時
︒
其
学
無
所
不
闚
︒
然
其
要
本
帰
於
⽼
⼦
之

⾔
︒
故
其
著
書
⼗
余
万
⾔
︑
⼤
抵
率
寓
⾔
也
︒
作
漁
⽗
︑
盜
跖
︑
胠
篋
︑
以
詆
訿
孔
⼦
之
徒
︑
以
明
⽼
⼦
之
術
︒ 

 荘
⼦
は
蒙も

う

の
⼈ひ

と

な
り
︒名
は
周し

ゅ
う

︒
周
嘗か

つ

て
蒙
の
漆し

つ

園え
ん

吏り

た
り
︒
梁り

ょ
う

の
恵け

い

王お
う

・
⻫せ

い

の
宣せ

ん

王お
う

と
時
を
同
じ
う
す
︒其
の
学
闚う

か
が

わ
ざ
る
所
無
し
︵
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
わ
た
っ
て
い
る
︶︒
然し

か

れ
ど
も
其
の
要
は
⽼
⼦
の
⾔
に
本も

と

づ
き
帰き

す
︒
故
に
其
の
著

書
⼗
余
万
⾔
︑
⼤
抵
寓ぐ

う

⾔げ
ん

を
率ひ

く
な
り
︒
漁
夫
︑
盗と

う

跖せ
き

︑
胠き

ょ

篋き
ょ
う

を
作
り
︑
以
て
孔
⼦
の
徒
を
詆て

い
訿し

し
︑
以
て
⽼
⼦
の
術

を
明
ら
か
に
す
︒ 

 

荘
⼦
︵
荘
周
︶
は
戦
国
時
代
の
宋そ

う

国
の
蒙
︵
現
在
の
河
南
省
商
邸
市
県
南
郊
︶
の
⽣
ま
れ
︒
こ
の
辺
り
は
漆
の
⽊
が

群
⽣
し
︑
若
き
荘
⼦
は
漆う

る
し

園ば
や
し

の
管
理
⼈
を
し
て
い
た
︒
梁り

ょ
う

の
恵け

い

王お
う

︑
⻫せ

い

の
宣せ

ん

王お
う

の
時
代
の
⼈
︵
注
︓
こ
れ
か
ら
孟
⼦

と
同
時
代
のB.C370

〜B.C300

年
頃
の
⼈
ー
ギ
リ
シ
ャ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
同
年
代
ー
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
︑孟

⼦
の
中
に
荘
⼦
の
名
を
⼀
度
も
⾒
か
け
ず
︑
荘
⼦
の
中
に
も
孟
⼦
の
名
が
⼀
度
も
出
て
き
ま
せ
ん
︒
歴
史
の
不
思
議
で

す
ね
︒︶︒
彼
は
当
時
の
あ
ら
ゆ
る
学
派
︵
儒
家
や
法
家
︑
墨
家
な
ど
九
流
百
家
︶
の
説
に
通
じ
て
い
た
が
︑
根
本
的
な

点
で
は
⽼
⼦
の
説
い
た
と
こ
ろ
に
⽴
脚
し
︑著
書
は
⼗
余
万
字
︑概
ね
は
架
空
の
⼈
の
こ
と
ば
寓ぐ

う

⾔げ
ん

を
⽤
い
て
い
る
︒漁ぎ

ょ

夫ほ

・
盗と

う

跖せ
き

・
胠き

ょ

篋き
ょ
う

な
ど
の
篇
を
作
っ
て
︑
孔
⼦
の
弟
⼦
を
謗そ

し

り
︑
⽼
⼦
の
思
想
を
明
ら
か
に
し
た
︒ 

 

荘
⼦
の
思
想
は
⽼
⼦
の
思
想
基
盤
の
上
に
⽴
つ
も
の
の
︑
⽼
⼦
の
思
想
が
よ
り
現
世
的
で
⽣
き
⽅
の
問
題
や
処
世
の

知
恵
を
説
い
て
い
る
の
に
対
し
︑
荘
⼦
は
⼀
貫
し
て
超
越
的
な
⽣
き
⽅
の
問
題
︑
俉
達
の
知
恵
を
説
き
︑
思
想
と
し
て

の
厳
し
さ
と
奔
放
さ
を
備
え
て
い
る
と
こ
ろ
に
そ
の
特
徴
が
あ
る
と
⾔
わ
れ
て
い
ま
す
︒ 

さ
て
︑
そ
の
よ
う
な
荘
⼦
の
思
想
は
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
環
境
下
で
⽣
ま
れ
て
き
た
の
か
︒
荘
⼦
の
郷
国
で
あ
る
宋

は
古
く
か
ら
﹁
四
戦
の
地
﹂
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
戦
禍
の
集
中
す
る
⼟
地
で
し
た
︒
福
永
光
司
﹁
古
代
中
国
の
実
存
主

義
・
荘
⼦
﹂
か
ら
そ
の
状
況
を
垣
間
⾒
て
お
く
と
︑﹃
宋
は
魯ろ

・
⻫せ

い
・
衛え

い
・
晋し

ん
・
楚そ

な
ど
周
囲
の
強
国
に
侮
ら
れ
踏
み
に

じ
ら
れ
た
弱
⼩
国
家
で
︑
弱
者
の
悲
哀
と
苦
渋
︑
侮
蔑
と
屈
辱
と
刑け

い

戮り
く

︑
戦
乱
と
飢
餓
と
流る

亡ぼ
う

︑
こ
の
国
の
⼈
⺠
た
ち

に
与
え
ら
れ
た
苛
酷
な
歴
史
的
現
実
は
︑
ま
さ
に
⼈
間
の
不
⾃
由
の
極
限
状
況
を
⽰
す
も
の
で
あ
っ
た
︒
荘
⼦
が
⽣
き

た
の
は
︑
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
現
実
の
中
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
荘
⼦
の
哲
学
は
こ
の
よ
う
な
精
神
の
極
限
状
況
か
ら

出
発
す
る
︒﹄
と
あ
り
ま
す
︒
ま
さ
に
戦
国
時
代
の
想
像
を
絶
す
る
凄
ま
じ
い
状
況
下
に
荘
⼦
は
そ
の
⼀
⽣
を
送
っ
た
こ

と
に
な
り
ま
す
︒ 

荘
⼦
の
書
は
︑
⻄
暦
四
世
紀
︑
⻄
晋
の
学
者
・
郭か

く

象し
ょ
う

が
整
理
し
た
と
さ
れ
︑
内
篇
七
︑
外
篇
⼗
五
︑
雑
篇
⼗
⼀
の
合

計
三
⼗
三
篇
︑
約
六
万
五
千
字
か
ら
な
っ
て
い
ま
す
︒
そ
の
う
ち
︑
内
篇
だ
け
は
内
容
を
⽰
す
題
⽬
が
付
い
て
い
て
︑
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荘
⼦
の
思
想
体
系
は
こ
の
内
篇
に
尽
く
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
ま
す
︒
外
篇
︑
雑
篇
は
︑
内
篇
の
思
想
内
容
を
解
釈
し
︑

荘
⼦
の
⾨
⼈
た
ち
が
書
き
加
え
た
も
の
と
⾔
わ
れ
て
い
ま
す
︒ 

 
さ
て
︑
内
篇
の
題
⽬
と
そ
の
概
要
は
次
の
通
り
で
す
︒ 

⼀
番
⽬
﹁
逍し

ょ
う

遥よ
う

遊ゆ
う

﹂
ー
囚
わ
れ
の
な
い
⾃
由
な
の
び
の
び
し
た
境
地
に
⼼
を
遊
ば
せ
る
こ
と 

⼆
番
⽬
﹁
⻫せ

い

物ぶ
つ

論ろ
ん

﹂
ー
彼
此
・
是
⾮
び
差
別
観
を
超
え
て
万
物
⻫
⼀
の
理
を
明
ら
か
に
す
る 

三
番
⽬
﹁
養よ

う

⽣せ
い

主し
ゅ

﹂
ー
⽣
命
を
養
い
真
の
⽣
き
⽅
を
遂
げ
る
た
め
の
要
諦 

四
番
⽬
﹁
⼈じ

ん

間か
ん

世せ
い

﹂
ー
⼈
々
の
交
わ
る
世
の
中
︑
具
体
的
な
処
世
の
問
題
を
主
と
し
て
述
べ
る 

五
番
⽬
﹁
徳と

く

允じ
ゅ
う

府ふ

﹂
ー
重
要
な
の
は
⼈
間
の
中
⾝
で
︑
外
⾒
な
ど
は
問
題
で
は
な
い
と
説
く 

六
番
⽬
﹁
⼤だ

い

宗そ
う

師し

﹂
ー
す
べ
て
の
存
在
の
根
源
の
道 

七
番
⽬
﹁
応お

う

帝て
い

王お
う

﹂
ー
帝
王
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
⾃
然
の
ま
ま
の
在
り
⽅
を
貴
ぶ
︒ 

そ
れ
で
は
︑
例
に
よ
っ
て
漢
⽂
名
作
選
１
に
準
拠
し
︑︵
⾃
分
な
り
の
解
釈
を
通
し
て
︶
荘
⼦
の
思
想
を
⾒
て
い
き
ま 

す
︒ 

 ■ 

内
篇 

＝
逍

し
ḋ
う

遥よ
う

遊ゆ
う

篇
＝ 

﹁
逍
遥
﹂
と
は
気
ま
ま
に
あ
ち
こ
ち
を
歩
き
回
る
こ
と
︑﹁
游
﹂
は
楽
し
み
に
ふ
け
る
こ
と
︒
と
す
る
と
︑﹁
逍
遥
遊
﹂

と
は
何
も
の
に
も
囚
わ
れ
の
な
い
⾃
由
な
伸
び
伸
び
し
た
境
地
に
⼼
を
遊
ば
せ
る
と
い
っ
た
意
味
で
し
ょ
う
か
︒
逍
遥

遊
篇
は
︑
い
か
な
る
も
の
に
も
束
縛
さ
れ
な
い
絶
対
者
の
囚
わ
れ
の
な
い
⽣
活
︑
⾃
由
の
境
地
が
奇
想
天
外
な
た
と
え

話
で
語
ら
れ
て
い
ま
す
︵
福
永
光
司
︶︒ 

 ●
北ほ

く
冥め

い
に
⿂う

を
有あ

り
︵
鵬ほ

う
鯤こ

ん
の
物
語
︶ 

北
冥
有
魚

其ᷞ
名
為
鯤

鯤ᷞ
之
大

不ᷟ
知
其
幾
千
里
也

化ᷞ
而
為
鳥

其ᷞ
名
為
鵬

鵬ᷞ
之
背

不ᷝ
知
其
幾
千

里
也

怒ᷞ
而
飛

其ᷝ
翼
若
垂
天
之
雲

是ᷞ
鳥
也

海ᷟ
運
則
将
徙
於
南
冥

南ᷞ
冥
者

天ᷝ
池
也

斉ᷞ
諧
者

志ᷝ
怪

者
也

諧ᷞ
之
言
曰
᷷ᷝ
鵬
之
徙
於
南
冥
也

水ᷝ
撃
三
千
里

摶ᷟ
扶
搖
而
上
者
九
万
里

去ᷝ
以
六
月
息
者
也
᷸ᷞ 

  

北ほ
く

冥め
い

に
⿂う

を

有
り
︒
其
の
名
を
鯤こ

ん

と
為な

す
︒
鯤こ

ん

の
⼤お

ほ

い
さ
其
の
幾
千
⾥
な
る
を
知
ら
ず
︒
化か

し
て
⿃と

り

と
為な

る
︒
其
の
名
を
鵬ほ

う

と
為
す
︒
鵬
の
背
︑
其
の
幾
千
⾥
な
る
を
知
ら
ず
︒
怒は

げ

ん
で
⾶と

ぶ
や
︑
其
の
翼つ

ば
さ

垂す
い

天て
ん

の
雲
の
ご
と
し
︒
是こ

の
⿃
や
︑
海う

み

運う
ご

け
ば
則す

な
は

ち
将ま

さ

に
南な

ん

冥め
い

に
徒う

つ

ら
ん
と
す
︒
南
冥
と
は
天て

ん

池ち

な
り
︒
⻫せ

い

諧か
い

な
る
者
は
︑
怪か

い

を
志し

る

せ
る
者も

の

な
り
︒
諧か

い

の
⾔げ

ん

に

⽈
わ
く
︑﹁
鵬
の
南
冥
に
徒う

つ

る
や
︑
⽔み

づ

に
撃う

つ
こ
と
三
千
⾥
︑
扶ふ

揺よ
う

に
搏う

ち
て
上の

ぼ

る
者こ

と

九
万
⾥
︑
去さ

り
て
六
⽉
を
以
て
息い

こ

ふ
者も

の

な
り
︒﹂
と
︒ 
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※
逍
遥
遊
の
世
界
は
︑
ま
ず
︑﹁
鵬ほ

う
鯤こ

ん
﹂
の
物
語
か
ら
始
ま
り
ま
す
︒﹁
鯤こ

ん

﹂
と
は
⼩
⿂
︵
ま
た
は
⿂
卵
︶
を
意
味
し
ま
す
が
︑
実
は

そ
れ
が
途
⽅
も
な
い
⼤
⿂
で
︑
⼤
⿂
が
鵬

お
お
と
り

に
変
化
す
る
︒
こ
の
鵬
が
⾶
び
⽴
つ
と
そ
の
翼
は
天
空
⼀
⾯
を
覆
う
雲
の
よ
う
だ
と
い

う
の
で
す
か
ら
︑
そ
の
常
識
の
埒
外
さ
と
壮
⼤
な
ス
ケ
ー
ル
に
は
初し

ょ
っ
端ぱ

な
か
ら
度
肝
を
抜
か
れ
ま
す
︒
空
間
・
時
間
に
束
縛
さ
れ
た 

我
々
の
常
識
の
世
界
を
⾶
び
超
え
て
無
限
の
時
間
と
空
間
に
誘い

ざ
な

お
う
と
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
︒
尚
︑﹃
海う

み

運う
ご

け
ば
﹄
と
い
う
の

は
︑
福
永
光
司
は
﹁
東
シ
ナ
海
の
季
節
⾵
に
伴
う
海
潮
の
奔
騰
を
海
が
動
く
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
﹂
と
指
摘
し
て
い
ま
す
︒ 

 

世
界
の
北
の
果
て
︑
波
も
暗
く
遥は

る

か
な
る
北
の
海
に
⿂
が
い
る
︒
そ
の
名
を
鯤こ

ん

と
い
う
︒
鯤こ

ん

の
⼤
き
さ
は
何
千
⾥
あ
る

の
か
分
か
ら
な
い
︒
そ
の
鯤こ

ん

が
ど
う
い
う
こ
と
か
⼀
朝
た
ち
ま
ち
化
け
て
⿃
に
な
っ
た
︒
そ
の
名
を
鵬ほ

う

と
い
う
︒
鵬ほ

う

の

背
丈

せ
た
け

は
何
千
⾥
あ
る
の
か
分
か
ら
な
い
︒
鵬ほ

う

が
勢
い
づ
け
て
⾶
び
⽴
つ
と
︑
そ
の
翼つ

ば
さ

は
空
⾼
く
遠
く
に
あ
る
⻘
空
を
覆

う
雲
の
よ
う
で
あ
る
︒
こ
の
⿃
は
︑︵
季
節
⾵
に
よ
り
︶
海
⾯
が
波
⽴
つ
と
き
に
は
南
の
海
に
移
ろ
う
と
す
る
︒
南
の
果

て
の
海
は
︑
天
の
造
っ
た
池
で
あ
る
︒︵
と
こ
ろ
で
︒
私
の
話
は
ま
ん
ざ
ら
で
た
ら
め
で
は
な
い
ぞ
︒
と
い
う
の
は
︶
⻫せ

い

諧か
い

と
は
怪
異
・
不
思
議
な
話
を
記
し
た
本
で
あ
る
が
︑
そ
の
⻫
諧
に
こ
う
あ
る
︑﹁
鵬
が
南
の
果
て
の
海
に
移
る
と
き
に

は
︑
⽔
⾯
を
⽻
ば
た
く
こ
と
三
千
⾥
︑︑
⽻
ば
た
い
て
つ
む
じ
⾵
を
起
こ
し
て
上
昇
す
る
こ
と
九
万
⾥
︑
六
⽉
︵
海う

み

運う
ご

く

と
き
︶
の
⾵
に
乗
っ
て
ゆ
っ
た
り
と
⾶
び
続
け
︑
そ
し
て
休
息
す
る
︒﹂
と
︒ 

 

●
野や

⾺ば

や
︑
塵じ

ん
埃あ

い
や
︵
地
球
は
⻘
か
っ
た
︶ 

野
馬
也

塵ᷝ
埃
也

生ᷝ
物
之
以
息
相
吹
也

天ᷞ
之
蒼
蒼

其ᷝ
正
色
邪

其ᷞ
遠
而
無
所
至
極
邪
ᷞ
其
視
下
也
ᷝ

亦
若
是
則
已
矣

且ᷞ
夫
水
之
積
也
不
厚

則ᷝ
負
大
舟
也
無
力

覆ᷞ
杯
水
於
坳
堂
之
上

則ᷝ
芥
為
之
舟

置ᷝ

杯
焉
則
膠

水ᷞ
淺
而
舟
大
也

風ᷞ
之
積
也
不
厚

則ᷝ
其
負
大
翼
也
無
力

故ᷞ
九
万
里
則
風
斯
在
下
矣
ᷞ
而

後
乃
今
培
風

背ᷝ
負
青
天

而ᷝ
莫
之
夭
閼
者

而ᷝ
後
乃
将
図
南
ᷞ 

  

野や

⾺ば

や
︑
塵じ

ん

埃あ
い

や
︑
⽣せ

い

物ぶ
つ

の
息
を
以
て
相あ

い

吹ふ

け
る
も
の
な
り
︒
天
の
蒼そ

う

蒼そ
う

た
る
は
︑
其
れ
正せ

い

⾊し
ょ
く

か
︒
其
れ
遠
く
し
て
⾄

り
極
ま
る
所
無
き
か
︒
其
の
下
を
視
る
や
︑
亦
た
是か

く
の
ご
と
く
な
ら
ん
の
み
︒
且
つ
夫
れ
⽔
の
積つ

む
や
厚
か
ら
ざ
れ

ば
︑
則
ち
⼤た

い

⾈し
ゅ
う

を
負お

ふ
や
⼒
無
し
︒
杯
⽔
を
坳お

う

堂ど
う

の
上
に
覆

く
つ
が
へ

せ
ば
︑
則
ち
芥あ

く
た

之こ
れ

が
⾈
と
為
る
も
︑
杯

さ
か
ず
き

を
置
け
ば

則
ち
膠こ

う

す
︑
⽔
淺
く
し
て
⾈ふ

ね

⼤だ
い

な
れ
ば
な
り
︒
⾵
の
積つ

む
や
厚
か
ら
ざ
れ
ば
︑
則
ち
其
の
⼤
翼
を
負
う
や
⼒
無
し
︒
故

に
九
万
⾥
に
し
て
則
ち
⾵
斯こ

こ

に
下
に
在
り
︒
⽽し

か

る
後
に
乃
今

い

ま

⾵
に
培の

り
︑
背
に
⻘
天
を
負
ひ
て
︑
之
を
夭よ

う

閼あ
つ

す
る
者
莫

し
︒
⽽
る
後
に
乃
今

い

ま

将
に
南み

な
み

す
る
を
図は

か

ら
ん
と
す
︒ 

 

※
地
上
で
は
万
物
の
命
の
営
み
に
よ
り
陽
炎
が
⽴
ち
昇
り
︑
塵
が
舞
い
上
が
っ
て
い
る
が
︑
天
空
⾼
く
⾶
ぶ
鵬
か
ら
⽣
き
と
し
⽣
き

る
も
の
が
犇
め
き
合
っ
て
い
る
地
上
を
眺
め
れ
ば
︑
そ
れ
は
透
明
なsky 

blue

の
よ
う
に
蒼
々
と
し
て
⾒
え
て
い
る
だ
ろ
う
︒
地

上
の
矮
⼩
さ
と
雑
多
と
を
超
克
す
る
も
の
︑
そ
れ
は
鵬
の
限
り
な
き
⾶
揚
に
あ
る
の
だ
と
⾔
っ
て
い
る
よ
う
で
す
︒ 
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野
⾺

か
げ
ろ
う

︵
陽
炎
︶
や
塵じ

ん

埃あ
い

は
︑
な
に
が
し
か
⼤
き
な
者
︵
造
物
主
︶
が
息
︵
呼
吸
︶
に
よ
っ
て
⽴
ち
昇
ら
せ
て
い
る
も
の

で
あ
る
︒
そ
れ
な
ら
︑
空
が
果
て
し
な
く
⻘
々
と
し
て
⾒
え
る
の
は
︑
そ
れ
が
天
空
の
本
当
の
⾊
な
の
か
︒
そ
れ
と
も
︑

天
と
地
と
の
限
り
な
き
隔
た
り
が
そ
れ
を
⻘
く
⾒
せ
て
い
る
の
か
︒︵
恐
ら
く
無
限
の
距
離
が
そ
れ
を
⻘
く
⾒
せ
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
︶︒
そ
う
す
る
と
︑
鵬

お
お
と
り

が
九
万
⾥
の
⾼
み
よ
り
⾒
下
ろ
す
と
き
に
は
︑
同
じ
よ
う
に
⻘
⻘
と
広
が
る
世
界

が
⾒
え
る
に
違
い
な
い
︒
そ
も
そ
も
︑
底
の
浅
い
⽔
た
ま
り
で
は
︑
⼤
き
な
船
を
浮
か
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
杯
の

⽔
を
で
こ
ぼ
こ
し
た
床
︵
坳
堂
︶
の
上
に
あ
け
る
と
︑
ご
み
は
⾈
と
な
っ
て
浮
か
ぶ
が
︑
そ
こ
に
杯
を
置
く
と
底
が
ぴ

っ
た
り
つ
い
て
し
ま
う
︒
た
ま
り
⽔
は
浅
い
の
に
⾈
が
⼤
き
い
か
ら
で
あ
る
︒
同
じ
く
︑
⾵
が
⼗
分
な
強
さ
で
な
け
れ

ば
︑
鵬
の
⼤
き
な
翼
を
負
い
⽀
え
る
の
に
⼒
が
⾜
り
な
い
︒
そ
こ
で
鵬
は
︑
九
万
⾥
昇
る
こ
と
で
︑
翼
を
⽀
え
る
⾵
が

そ
の
下
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ︵
九
万
⾥
の
上
空
に
は
そ
の
⼤
⾵
が
吹
き
集
っ
て
い
る
︶︒鵬
は
こ
の
⼤
⾵
の
背そ

び
ら

に
そ
の
翼
を
の
せ
て
︑
果
て
し
な
く
拡
が
る
⻘
空
の
下
︑
何
も
の
に
も
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
な
く
︑
⼀
路
南
の
海
を
⽬
指

し
て
⾶
翔
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
︒ 

 

●
蜩

ひ
ぐ
ら
し

と
鷽か

く

鳩き
ゅ
う

と
之こ

れ
を
笑わ

ら
ひ
て
⽈
く
︵
鷽か

く

鳩き
ゅ
う

︑
⼤た

い
鳳ほ

う
を
笑
う
︶ 

蜩
与
鷽
鳩
笑
之
曰
᷷ᷝ
我
決
起
而
飛

搶ᷝ
榆
枋

時ᷝ
則
不
至
而
控
於
地
而
已
矣

奚ᷞ
以
之
九
万
里
而
南
為
᷸ᷞ

適
莽
蒼
者

三ᷝ
飡
而
反

腹ᷝ
猶
果
然

適ᷞ
百
里
者

宿ᷝ
舂
糧

適ᷞ
千
里
者

三ᷝ
月
聚
糧
之
二
虫

又ᷝ
何
知

小ᷞ

知
不
及
大
知

小ᷝ
年
不
及
大
年

奚ᷞ
以
知
其
然
也

朝ᷞ
菌
不
知
晦
朔
ᷞ
蟪
蛄
不
知
春
秋

此ᷞ
小
年
也

楚ᷞ
之

南
有
冥
霊
者

以ᷞ
五
百
歲
為
春

五ᷝ
百
歲
為
秋
上
古
有
大
椿
者

以ᷞ
八
千
歲
為
春

八ᷝ
千
歲
為
秋

而ᷞ
彭

祖
乃
今
以
久
特
聞

衆ᷝ
人
匹
之

不ᷞ
亦
悲
乎
ᷞ 

 

蜩
ひ
ぐ
ら
し

と
鷽か

く

鳩き
ゆ
う

と
之
を
笑
ひ
て
⽈
は
く
︑﹁
我
決
起
し
て
⾶
び
︑
榆ゆ

枋ぼ
う

に
搶つ

く
に
︑
時
に
則
ち
⾄
ら
ず
し
て
地
に
控お

つ
る

の
み
︒
奚な

に

を
以
て
九
万
⾥
に
之ゆ

き
て
南み

な
み

す
る
か
︒﹂
と
︒
莽も

う

蒼そ
う

に
適ゆ

く
者
は
︑
三さ

ん

飡そ
ん

し
て
反か

え

る
も
︑
腹
は
猶
ほ
果か

然ぜ
ん

た

り
︒
百
⾥
を
適ゆ

く
者
は
︑
宿ゆ

ふ

べ
に
糧り

ょ
う

を
舂う

す
づ

く
︒
千
⾥
を
適ゆ

く
者
は
︑
三さ

ん

⽉げ
つ

糧り
よ
う

を
聚あ

つ

む
︒
之こ

の
⼆に

⾍ち
ゅ
う

︑
⼜
何
を
か
知

ら
ん
や
︒
⼩し

ょ
う

知ち

は
⼤だ

い

知ち

に
及
ば
ず
︑
⼩し

ょ
う

年ね
ん

は
⼤だ

い

年ね
ん

に
及
ば
ず
︒
奚な

に

を
以
て
其
の
然
る
を
知
る
や
︒
朝ち

ょ
う

菌き
ん

は
晦か

い

朔さ
く

を
知

ら
ず
︑
蟪け

い

蛄こ

は
春し

ゅ
ん

秋じ
ゅ
う

を
知
ら
ず
︑
此こ

れ
⼩し

ょ
う

年ね
ん

な
り
︒
楚
の
南
に
冥め

い

霊れ
い

な
る
者
有
り
︒
五
百
歳
を
以
て
春
と
為
し
︑
五

百
歳
を
秋
と
為
す
︒上
古
に
⼤だ

い

椿ち
ん

な
る
者
有
り
︒⼋
千
歳
を
以
て
春
と
為
し
︑⼋
千
歳
を
秋
と
為
す
︒⽽し

か

る
に
彭ほ

う

祖そ

は
乃
今

い

ま

久
し
き
を
以
て
特ひ

と

り
聞
こ
え
︑
衆
⼈
之こ

れ

に
匹た

ぐ
ひ

せ
ん
と
す
︒
亦
悲
し
か
ら
ず
や
︒ 

 

※
﹁
燕
雀
安
く
ん
ぞ
鴻
鵠
の
志
を
知
ら
ん
や
﹂
と
い
う
有
名
な
⾔
葉
が
あ
り
ま
す
︒
⼩
知
は
⼤
知
に
及
ば
ず
で
︑
荘
⼦
は
︑
蜩
や
⼩

鳩
と
は
な
ら
ず
︑︵
何
も
の
に
も
囚
わ
れ
な
い
絶
対
的
⾃
由
の
境
地
に
⽴
つ
︶
鵬
の
よ
う
な
壮
⼤
な
宇
宙
的
ス
ケ
ー
ル
で
只
今
の
命
に

向
き
あ
っ
て
い
こ
う
と
⿎
舞
し
て
い
る
よ
う
に
⾒
受
け
ら
れ
ま
す
︒ 
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蜩
ひ
ぐ
ら
し

と
⼩こ

鳩ば
と

が
︑
鵬ほ

う

を
あ
ざ
笑
っ
て
こ
う
⾔
う
︑﹁
我
々
は
奮ふ

る

い
⽴
っ
て
⾶
び
上
が
り
︑
楡に

れ
︵
ニ
レ
科
の
落
葉
⾼
⽊
︶
や

枋ま
み
ゆ

︵
ニ
シ
キ
ギ
科
の
落
葉
低
⽊
︶
の
⽊
に
突
っ
込
ん
で
い
く
け
ど
︑
時
に
は
枝
ま
で
⾏
き
つ
け
な
い
で
地
⾯
に
叩
き
つ

け
ら
れ
て
終
わ
っ
て
し
ま
う
︒
ど
う
し
て
九
万
⾥
も
昇
っ
て
か
ら
南
に
⾶
ん
で
⾏
く
の
か
︵
そ
ん
な
⾺
⿅
げ
た
こ
と
が

で
き
よ
う
は
ず
も
な
い
︶︒﹂
と
︒
郊
外
の
野
原
︵
莽も

う

蒼そ
う

︶
に
出
か
け
る
⼈
は
︑
三
⾷
の
弁
当
︵
三さ

ん

飡そ
ん

︶
を
も
っ
て
出
か

け
て
帰
っ
て
来
て
も
︑
腹
は
ま
だ
満
た
さ
れ
て
い
る
︒
百
⾥
の
⻑
旅
に
出
る
⼈
は
︑
前
の
晩
か
ら
⽶
を
搗つ

い
て
を
⾷
料

を
準
備
・
⽀
度
す
る
︒
千
⾥
の
⻑
旅
に
出
る
⼈
は
︑
三
ヶ
⽉

み

つ

き

も
か
け
て
⾷
糧
を
集
め
準
備
す
る
︒
こ
の
⼩
さ
な
蜩
や
⼩

鳩
に
は
︑
鵬
が
図
南
の
翼
を
広
げ
る
た
め
に
九
万
⾥
の
⾼
み
に
昇
る
こ
と
を
理
解
で
き
る
は
ず
が
な
い
︒
知
恵
⼩
さ
き

も
の
は
︑
⼤
い
な
る
知
恵
を
持
つ
も
の
に
は
及
ば
な
い
︒
短
き
年ね

ん

寿じ
ゅ

︵
寿
命
︶
を
も
つ
も
の
は
︑
⻑
き
年
寿
を
持
つ
も

の
に
到
底
匹
敵
し
な
い
の
で
あ
る
︒ど
う
し
て
そ
の
こ
と
が
分
か
る
か
︒朝
に
⽣
え
て
⼣
に
枯
れ
死
す
キ
ノ
コ︵
朝
菌
︶

に
は
︑
⼀
ヶ
⽉
︵
晦か

い

朔さ
く

︶
と
い
う
⻑
さ
は
分
か
ら
な
い
︒
⼀ひ

と

夏な
つ

の
命
で
あ
る
夏
蝉
︵
蟪け

い

蛄こ

︶
に
は
⼀
年
と
い
う
⻑
さ
︵
春

秋
︶
は
分
か
ら
な
い
︒
こ
れ
ら
は
短
い
寿
命
で
あ
る
︒
楚
の
国
の
南
に
冥め

い

霊れ
い

と
い
う
⻲
︵
溟
海
に
い
る
と
い
う
⻑
寿
の

⻲
︶
が
い
て
︑
五
百
年
を
春
と
し
︑
五
百
年
を
秋
と
し
て
い
る
︒
⼤
昔
に
は
⼤だ

い

椿ち
ん

と
い
う
⽊
が
あ
っ
て
︑
⼋
千
年
を
⽣

⻑
す
る
春
と
し
︑
⼋
千
年
を
落
葉
す
る
秋
と
し
て
い
た
︒
と
こ
ろ
が
︵
⼋
百
年
⽣
き
た
︶
彭ほ

う

祖そ

は
現
在
︑
⻑
寿
者
と
し

て
特
に
有
名
で
あ
り
︑
世
の
⼈
々
は
彼
と
同
じ
く
ら
い
⻑
寿
を
得
た
い
と
狂
奔
し
て
い
る
︒︵
た
か
が
⼋
百
歳
︒
冥め

い

霊れ
い

や

⼤だ
い

椿ち
ん

に
⽐
べ
た
ら
儚は

か
な

い
も
の
だ
︶
な
ん
と
︵
み
じ
め
で
ち
っ
ぽ
け
で
︶
悲
し
い
こ
と
で
は
な
い
か
︒ 

 

●
吾わ

れ
に
⼤た

い
樹じ

ゅ
有あ

り
︵
無
⽤
の
⽤
︶ 

惠
子

謂ᷝ
莊
子
曰
᷷ᷝ
吾
有
大
樹 

人ᷞ
謂
之 

樗

其ᷞ
大
本
擁
腫
而
不
中
繩
墨
ᷞ 

其
小
枝
卷
曲
而
不
中
規

矩

立ᷞ
之
塗

匠ᷝ
者
不 

顧

今ᷞ

子ᷝ
之
言

大ᷝ
而
無
用

衆ᷞ
所
同
去
也
᷸ᷞ
莊
子
曰
᷷ᷝ
子
独
不
見
狸
乎

卑ᷞ
身

而
伏

以ᷝ
候
敖
者

東ᷞ
西
跳
梁

不ᷝ
辟
高
下

中ᷞ
於
機
辟

死ᷝ
於
罔
罟

今ᷞ
夫
犛
牛

其ᷝ
大
若
垂
天
雲

此ᷞ
能

為
大
矣

而ᷝ
不
能
執
鼠

今ᷞ

子ᷝ
有
大
樹

患ᷝ
其
無
用

何ᷞ
不
樹
之
於
無
何
有
之
郷

広ᷝ
莫
之
野

彷ᷝ
徨
乎
無

為
其
側

逍ᷝ
遙
乎
寢
臥
其
下

不ᷞ
夭
斤
斧

物ᷝ
無
害
者

無ᷞ
所
可
用

安ᷝ
所
困
苦
哉
᷸ᷞ 

 

恵
⼦
︑荘
⼦
に
謂
ひ
て
⽈
は
く
︑﹁
吾
に
⼤
樹
有
り
︒⼈
之こ

れ

を
樗あ

う
ち

と
謂
ふ
︒其
の
⼤
本

た
い
ほ
ん

は
擁よ

う

腫し
ゅ

し
て
縄じ

ょ
う

墨ぼ
く

に
中あ

た
ら
ず
︒

其
の
⼩し

ょ
う

枝し

は
巻け

ん

曲き
ょ
く

し
て
規き

矩く

に
中あ

た
ら
ず
︒
之
を
塗み

ち

に
⽴
つ
れ
ば
︑
匠し

ょ
う

者し
ゃ

も
顧
み
ず
︒
今
︑
⼦
の
⾔
︑
⼤
に
し
て
無

⽤
な
り
︒
衆
の
同と

も

に
去
る
所
な
り
︒﹂
と
︒
荘
⼦
⽈
は
く
︑﹁
⼦
独ひ

と

り
狸り

牲せ
い

を
⾒
ず
や
︒
⾝
を
卑ひ

く

く
し
て
伏ふ

し
︑
以
て
敖あ

そ

ぶ

者
を
候う

か
が

ふ
︒
東
⻄
に
跳ち

ょ
う

梁り
ょ
う

し
︑
⾼こ

う

下げ

を
避
け
ず
︒
機き

辟へ
き

に
中あ

た
り
て
罔も

う

罟こ

に
死
す
︒
今
︑
夫か

の
犛り

⽜ぎ
ゅ
う

は
︑
其
の
⼤お

ほ

い

さ
垂す

い

天て
ん

の
雲
の
ご
と
し
︒
此
れ
能よ

く
⼤
な
り
と
為
す
も
︑
⽽し

か

も
⿏
を
執と

ら
ふ
る
こ
と
能あ

た

は
ず
︒
今
︑
⼦
⼤た

い

樹じ
ゅ

有
り
て
︑

其
の
⽤
無
き
を
患う

れ

ふ
︒
何
ぞ
之
を
無む

何か

有ゆ
う

の
郷き

ょ
う

︑
広
漠
の
野
に
樹う

ゑ
︑
彷ほ

う

徨こ
う

と
し
て
其
の
側

か
た
は
ら

に
為
す
無
く
︑
逍
遥
と

し
て
其
の
下
に
寝し

ん

臥が

せ
ざ
る
︒
⽄き

ん

斧ぶ

に
夭よ

う

せ
ら
れ
ず
︑
物
に
害
す
る
者
無
し
︒
⽤
ゐ
る
べ
き
所
無
き
も
︑
安
く
ん
ぞ
困こ

ん

苦く

す
る
所
あ
ら
ん
や
﹂
と
︒ 
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※
恵
⼦
︵
恵
施
︶
ー
中
国
戦
国
時
代
の
政
治
家
・
思
想
家
ー
は
荘
⼦
の
友
⼈
で
﹁
荘
⼦
﹂
の
中
に
屡
々
登
場
し
ま
す
︒
恵
⼦
は
荘
⼦

に
向
か
っ
て
︑
君
の
思
想
は
あ
ま
り
に
も
超
世
俗
的
で
現
実
に
何
ら
役
に
⽴
た
な
い
ぞ
と
い
っ
た
こ
と
を
︑
⼤
樹
の
樗ち

ょ
⽊ぼ

く

の
よ
う
に

何
の
役
に
も
⽴
た
ず
誰
に
も
相
⼿
に
さ
れ
な
い
無
⽤
の
存
在
だ
と
婉
曲
的
な
⾔
い
回
し
で
⽪
⾁
を
放
ち
ま
す
︒荘
⼦
は
そ
れ
に
対
し
︑

君
こ
そ
︵
政
治
家
と
し
て
︶
ち
ょ
こ
ち
ょ
こ
と
動
き
回
っ
て
は
罠
や
網
に
引
っ
掛
か
り
命
を
落
と
す
狸
や
鼬
の
よ
う
な
も
の
じ
ゃ
な

い
か
と
︑
こ
れ
ま
た
婉
曲
的
に
逆
襲
し
ま
す
︒
と
こ
ろ
で
超
俗
的
⽴
場
か
ら
万
物
を
⾒
れ
ば
︑﹁
無
⽤
﹂
と
い
う
も
の
は
⼀
切
無
く
︑

真
に
有
⽤
な
る
も
の
は
世
俗
の
有
⽤
さ
を
超
え
る
も
の
だ
と
い
う
﹁
無
⽤
の
⽤
﹂
を
説
き
ま
す
︒
だ
か
ら
︑
無
⽤
と
⾔
っ
て
⼀
体
何

を
悩
む
こ
と
が
あ
ろ
う
か
と
恵
⼦
に
諭
し
ま
す
︒ 

 

恵
⼦
が
荘
⼦
に
⾔
っ
た
︑﹁
私
の
と
こ
ろ
に
⼤
⽊
が
あ
る
︒
⼈
々
は
こ
れ
を
樗お

う
ち

と
呼
ん
で
い
る
︒
樗お

う
ち

の
幹
は
瘤こ

ぶ

だ
ら
け 

︵
擁よ

う

腫し
ゅ

︶
で
墨す

み

縄な
わ

で
直
線
も
引
け
な
い
︒
そ
の
⼩
枝
は
曲
が
り
く
ね
っ
て
い
て
︑
コ
ン
パ
ス
︵
規
︶
や
指さ

し

⾦が
ね

︵
矩
︶
も 

当
て
ら
れ
な
い
︒
こ
れ
を
道
に
⽴
て
て
お
い
て
も
︑
匠し

ょ
う

者し
ゃ

︵
⼤
⼯
︑
⽊
⼯
職
⼈
︶
は
振
り
返
り
も
し
な
い
︒
と
こ
ろ
で

今
︑
あ
な
た
の
話
も
⼤
き
す
ぎ
て
⽤
い
よ
う
が
な
い
か
ら
︑
⼈
々
み
ん
な
に
そ
っ
ぽ
を
向
か
れ
る
の
だ
︒﹂
と
︒
荘
⼦
は

⾔
っ
た
︑﹁
あ
な
た
︑
あ
の
狸た

ぬ
き

や
鼬い

た
ち

を
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
︒
⾝
を
低
く
し
て
伏
せ
︑
ふ
ら
ふ
ら
と
出
て
く
る
獲
物
に

狙
い
を
つ
け
る
︒
と
思
う
と
︑
右
に
左
の
⾶
び
跳
ね
︑
⾼
い
所
も
低
い
所
へ
も
お
か
ま
い
な
し
に
ゆ
く
︒
が
︑
結
局
は

︵
そ
の
器
⽤
さ
が
災
い
し
て
︶
仕
掛
け
の
罠わ

な
︵
機
辟
︶
に
か
か
り
︑
捕と

網あ
み

︵
罔
罟
︶
に
か
か
っ
て
命
を
落
と
し
て
し
ま

う
︒
と
こ
ろ
が
あ
の
犛か

ら

⽜う
し

︵
⽥
畑
を
耕
す
⽜
︶
は
︑
そ
の
⼤
き
い
こ
と
空
⼀
⾯
に
広
が
っ
た
雲
の
よ
う
だ
︒
こ
れ
こ
そ

⼤
き
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
︑
そ
の
く
せ
⿏
⼀
匹
捕
ま
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
︵
物
は
さ
ま
ざ
ま
な
の
で
⽤

い
⽅
も
そ
れ
に
従
う
べ
き
だ
︶︒
今
︑
あ
な
た
の
と
こ
ろ
に
⼤
⽊
が
あ
っ
て
︑
使
い
道
が
な
の
を
気
に
病
ん
で
い
る
︒
ど

う
し
て
︑
何
も
の
も
存
在
し
な
い
⼟
地
︵
無
何

む

か

有ゆ
う

の
郷さ

と

︶
や
広
々
と
し
た
野
原
に
植
え
︑
の
ん
び
り
と
そ
の
側そ

ば

で
何
も

せ
ず
︑
ゆ
っ
た
り
と
そ
の
下
で
寝
そ
べ
っ
た
り
し
な
い
の
か
︒︵
不
⽤
の
樗お

う
ち

は
︶
斥

ま
さ
か
り

や
斧お

の

で
若
く
し
て
切
ら
れ
る
こ

と
も
な
く
︑何
物
に
も
傷
つ
け
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
︒使
い
道
が
な
い
と
い
っ
て
︑何
の
悩
む
こ
と
が
あ
ろ
う
か
︒﹂と
︒ 

 

＝
斉せ

い

物ぶ
つ

論ろ
ん

篇
＝ 

●
荘そ

う

周し
ゅ
う

夢ゆ
め

に
胡こ

蝶ち
ょ
う

と
為な

る
︵
胡
蝶
の
夢
︶ 

昔
者

荘ᷝ
周
夢
為
胡
蝶

栩ᷞ
栩
然
胡
蝶
也

自ᷞ
喩
適
志
与

不ᷞ
知
周
也

俄ᷞ
而
覚

則ᷝ
蘧
蘧
然
周
也

不ᷞ
知
ᷝ

周
之
夢
為
胡
蝶
与

胡ᷝ
蝶
之
夢
為
周
与

周ᷞ
与
胡
蝶

則ᷝ
必
有
分
矣

此ᷞ
之
謂
物
化
ᷞᷫ
内
篇
・
養
生
主
ᷬ 

 

昔
者

む
か
し

︑
荘そ

う

周し
ゅ
う

夢
に
胡こ

蝶ち
ょ
う

と
為
る
︒
栩く

栩く

然ぜ
ん

と
し
て
胡こ

蝶ち
ょ
う

な
り
︒
⾃
ら
喩た

の

し
み
て
志

こ
こ
ろ
ざ
し

に
適か

な

へ
る
か
な
︒
周
た
る
を

知
ら
ざ
る
な
り
︒
俄に

は

か
に
し
て
覚さ

む
れ
ば
︑
則
ち
蘧き

ょ

々き
ょ

然ぜ
ん

と
し
て
周
な
り
︒
知
ら
ず
︑
周
の
夢
に
胡
蝶
と
為
れ
る
か
︑

胡
蝶
の
夢
に
周
と
為
れ
る
か
を
︒
周
と
胡
蝶
と
は
︑
則
ち
必
ず
分ぶ

ん

有あ

ら
ん
︒
此こ

れ

を
之こ

れ

物ぶ
つ

化か

と
謂
う
︒ 
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※
荘
⼦
と
い
え
ば﹁
荘
周
夢
に
胡
蝶
と
為
る
﹂と
い
う
⼀
節
を
思
い
浮
か
べ
る
⽅
も
多
い
と
思
い
ま
す︵
か
く
い
う
私
も
そ
う
で
す
︶︒

さ
て
︑
夢
の
世
界
と
現
実
の
世
界
と
は
本
当
に
区
別
が
あ
る
の
か
︒
区
別
し
て
考
え
る
か
ら
こ
そ
現
実
の
世
界
で
様
々
悩
み
︑
苦
し

み
を
味
わ
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
︒
⾃
他
の
区
別
の
な
い
︑
⾃
他
が
融
合
し
た
万
物
⼀
体
の
世
界
︵
万
物
⻫
同
︶
を
体
覚
︵
⼤

い
な
る
⽬
覚
め
︶
す
れ
ば
︑
夢
と
現
実
と
い
う
相
対
性
か
ら
解
き
放
た
れ
︑
苦
悩
も
煩
悩
も
な
く
⼈
⽣
を
過
ご
せ
る
の
で
は
な
い
か

と
説
い
て
い
ま
す
︒
即そ

っ

今こ
ん

只た
だ

今い
ま

と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
︒
道
歌
に
﹃
今い

ま

今い
ま

と
今い

ま

と
い
う
間ま

に
今い

ま

ぞ
無な

く
︑
今い

ま

と
い
う
間ま

に
今い

ま

ぞ
過す

ぎ

ゆ
く
﹄
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
︒ 

 

あ
る
と
き
︑
荘
周
は
夢
の
中
で
蝶
に
な
っ
た
︒
ひ
ら
ひ
ら
と
楽
し
ん
で
︵
栩く

栩く

然ぜ
ん

と
し
て
︶
︑
ま
さ
に
蝶
そ
の
も
の
で

あ
っ
た
︒
何
と
も
⾔
え
ず
楽
し
い
気
持
ち
に
な
っ
て
︑
胡
蝶
の
⾃
由
を
⼼
ゆ
く
ば
か
り
ひ
ら
ひ
ら
と
舞
っ
て
い
た
︒
⾃

分
が
夢
に
胡
蝶
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
忘
れ
て
︒
し
ば
ら
く
し
て
⽬
が
覚
め
て
我
に
か
え
る
︵
蘧き

ょ

々き
ょ

然ぜ
ん

と
し
て
︶
と
⾃

分
は
荘
周
で
は
な
い
か
︒
⼀
体
︑
荘
周
が
夢
を
⾒
て
そ
の
中
で
蝶
に
な
っ
た
の
か
︑
そ
れ
と
も
蝶
が
夢
を
⾒
て
そ
の
中

で
︵
⼈
間
の
︶
荘
周
に
な
っ
て
い
る
の
か
︒
し
か
し
︑
荘
周
と
蝶
と
は
必
ず
区
別
が
あ
る
は
ず
だ
︒
し
か
し
︑
実
際
に

は
区
別
な
ど
な
い
の
で
あ
る
︒
実
在
の
世
界
で
は
︑
夢
も
ま
た
現
実
で
あ
り
︑
現
実
の
世
界
も
ま
た
夢
で
あ
ろ
う
︒
⼀

切
存
在
が
常
識
的
な
し
が
ら
み
を
突
き
抜
け
て
︒
⾃
由
⾃
在
に
変
化
し
あ
う
世
界
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
物
化
︵
万
物
の
極
ま

り
な
い
流
転
︶
﹂
の
世
界
こ
そ
実
在
の
真
相
な
の
だ
︒
⼈
間
は
与
え
ら
れ
た
現
在
を
与
え
ら
れ
た
現
在
と
し
て
︑
楽
し

く
逍
遥
す
れ
ば
よ
い
の
だ
︒ 

 

＝
応お

う

帝て
い

王お
う

篇
＝ 

●
南
海
の
帝て

い

を
儵し

ゅ
く

と
為な

し
︵
渾こ

ん

沌と
ん

物
語
︶ 

南
海
之
帝
為
儵

北ᷝ
海
之
帝
為
忽

中ᷝ
央
之
帝
為
渾
沌
ᷞ
儵
与
忽
時
相
与
遇
於
渾
沌
之
地

渾ᷞ
沌
待
之
甚

善
ᷞ
儵
与
忽
謀
報
渾
沌
之
徳
曰
᷷ᷝ
人
皆
有
七
竅

以ᷝ
視
聴
食
息

此ᷞ
独
無
有

嘗ᷞ
試
鑿
之
᷸ᷞ
日
鑿
一
竅
ᷝ

七
日
而
渾
沌
死
ᷞ 

 

南
海
の
帝て

い

を
儵し

ゅ
く

と
為な

し
︑
北
海
の
帝て

い

を
忽こ

つ

と
為
し
︑
中
央
の
帝
を
渾こ

ん

沌と
ん

と
為
す
︒
儵し

ゅ
く

と
忽こ

つ

と
時
に
相あ

い

与と
も

に
渾こ

ん

沌と
ん

の
地

に
遇あ

ふ
︒渾
沌
之こ

れ

を
待ま

つ
こ
と
甚は

な
は

だ
善よ

し
︒
儵し

ゅ
く

と
忽こ

つ

と
渾
沌
の
徳
に
報む

く

い
ん
こ
と
を
諜は

か

り
て
⽈
は
く
︑﹁
⼈
皆
七し

ち

竅き
ょ
う

有

り
︑
以
て
視し

聴ち
ょ
う

⾷し
ょ
く

息そ
く

す
︒
此こ

れ
独ひ

と

り
有
る
こ
と
無
し
︒
嘗
試

こ
こ
ろ

み
に
之
を
鑿う

が

た
ん
︒﹂
と
︒
⽇
に
⼀い

ち

竅き
ょ
う

を
鑿う

が

つ
に
︑
七
⽇

な
の
か

に
し
て
渾こ

ん

沌と
ん

死
せ
り
︒ 

 

※
荘
⼦
の
⾔
う
﹁
渾
沌
﹂
と
は
⽼
⼦
の
﹁
道
の
道
と
す
べ
き
は
常
の
道
に
⾮
ず
﹂
の
﹁
道
﹂
の
こ
と
で
し
ょ
う
か
︵
既
稿
﹁
⽼
⼦
の

思
想
﹂
参
照
︶︒
南
海
と
北
海
は
相
対
世
界
な
⼈
知
・
⼈
為
の
世
界
と
捉
え
ら
れ
ま
す
︒
渾
沌
が
棲
む
と
い
う
⼈
知
・
⼈
為
の
加
わ
ら

な
い
未
分
化
の
地
に
た
ま
た
ま
南
海
の
帝
と
北
海
の
帝
が
出
会
っ
た
︒
帝
達
は
そ
の
地
で
あ
ま
り
に
も
⼼
豊
か
な
時
を
過
ご
す
こ
と

が
で
き
た
の
で
︑
そ
の
返
礼
と
し
て
渾
沌
に
⼈
間
が
持
つ
⽬
・
⿐
・
⼝
・
⽿
の
⽳
を
付
け
て
や
れ
ば
︑
⾒
た
り
聞
い
た
り
︑
⾷
べ
た

り
息
を
し
た
り
で
き
る
の
で
︑
渾
沌
も
き
っ
と
⼤
喜
び
す
る
だ
ろ
う
と
⼈
知
︵
分
別
知
︶
を
働
か
せ
ま
す
︒
そ
こ
で
渾
沌
に
毎
⽇
⼀
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つ
づ
つ
⽳
を
空
け
て
い
き
︑
七
⽇
⽬
に
全
部
の
⽳
を
空
け
た
と
こ
ろ
︑
果
た
し
て
渾
沌
は
頓
死
し
た
︒
混
沌
は
混
沌
の
ま
ま
で
⾃
在

に
⽤は

た
い
て
い
た
の
で
す
︒
⼈
知
の
浅
は
か
さ
と
い
う
も
の
で
し
ょ
う
か
︒ 

 

南
海
に
い
る
帝
を
儵し

ゅ
く

と
い
い
︑
北
海
に
い
る
帝
を
忽こ

つ

と
い
い
︑
中
央
に
い
る
帝
を
渾こ

ん

沌と
ん

と
い
う
︒
儵し

ゅ
く

と
忽こ

つ

と
が
︑
あ 

る
時
共
に
渾こ

ん

沌と
ん

の
⼟
地
で
出
会
っ
た
︒
渾
沌
は
⼆
⼈
を
⼼
か
ら
歓
待
し
た
︒
そ
こ
で
儵
と
忽
が
︑
渾
沌
の
恩
義
に
報
い

よ
う
と
相
談
し
た
︒﹁
⼈
は
だ
れ
で
も
七
つ
の
⽳
︵
⽬
２
︑
⿐
２
︑
⽿
２
︑
⼝
１
︶
を
持
ち
︑
そ
れ
で
⾒
た
り
聞
い
た
り
︑

⾷
べ
た
り
息
を
し
た
り
し
て
い
る
︒
と
こ
ろ
が
渾
沌
だ
け
は
そ
れ
が
な
い
︒
ひ
と
つ
⽳
を
開
け
て
渾
沌
を
喜
ば
し
て
や 

ろ
う
︒﹂
と
︒
そ
こ
で
⼀
⽇
に
⼀
つ
の
⽳
を
開
け
て
い
っ
た
と
こ
ろ
︑
七
⽇
た
っ
た
ら
渾
沌
は
死
ん
で
し
ま
っ
た
︒ 

■ 

外
篇 

＝
秋

し
Ḋ
う

水す
い

篇
＝ 

 

●
恵け

い
⼦し

梁り
ょ
う

に
相そ

う
た
り
︵
鴟
得
腐
⿏
︶ 

惠
子
相
梁

莊ᷞ
子
往
見
之

或ᷞ
謂
恵
子
曰
᷷ᷝ
荘
子
来

欲ᷝ
代
子
相
᷸ᷞ
於
是

恵ᷝ
子
恐
捜
於
国
中
三
日
三
夜
ᷞ

莊
子
往
見
之
曰
᷷ᷝ
南
方
有
鳥

其ᷞ
名
鵷
鶵

子ᷞ

知ᷝ
之
乎

夫ᷞ
鵷
鶵
発
於
南
海

而ᷝ
飛
於
北
海

非ᷞ
梧
桐
不

止

非ᷝ
練
実
不
食

醴ᷝ
泉
不
飲

於ᷞ
是

鴟ᷝ
得
腐
鼠
ᷞ
鵷
鶵
過
之

仰ᷞ
而
視
之
曰
᷷ᷝ
嚇
。᷸
今

子ᷝ
欲
以
子
之
梁

国
而
嚇
我
邪
᷸ᷞ 

  

恵け
い

⼦し

梁り
ょ
う

に
相し

よ
う

た
り
︒
荘
⼦
往ゆ

き
て
之こ

れ

に
⾒ま

み

え
ん
と
す
︒
或あ

る

ひ
と
恵
⼦
に
謂い

ひ
て
⽈
く
︑
荘
⼦
来
り
︑
⼦し

に
代
り
て
相し

よ
う

た
ら
ん
と
欲
す
︒﹂
と
︒
是こ

こ

に
於
い
て
︑
恵
⼦
恐お

そ

れ
て
国こ

く

中じ
ゅ
う

を
捜
す
こ
と
三み

っ

⽇か

三み

夜や

な
り
︒
荘
⼦
往ゆ

き
て
之こ

れ

に
⾒ま

み

え
て

⽈
く
︑
南
⽅
に
⿃
有
り
︑
其
の
名
は
鵷え

ん

鶵す
う

︒
⼦し

︑
之
を
知
る
か
︒
夫
れ
鵷え

ん

鶵す
う

は
南
海
を
発は

つ

し
て
︑
北
海
に
⾶
ぶ
︒
梧ご

桐と
う

に

⾮あ
ら

ざ
れ
ば
⽌と

ど

ま
ら
ず
︑
練れ

ん

実じ
つ

に
⾮あ

ら

ざ
れ
ば
⾷く

ら
は
ず
︑
醴れ

い

泉せ
ん

に
⾮あ

ら

ざ
れ
ば
飲
ま
ず
︒
是こ

こ

に
於
い
て
鴟し

︑
腐ふ

⿏そ

を
得
た
り
︒

鵷え
ん

鶵す
う

之こ
れ

を
過す

ぐ
︒
仰あ

ふ

ぎ
て
之
を
視み

て
⽈
く
︑﹃
嚇か

く

﹄
と
︒
今
︑
⼦し

⼦し

の
梁り

ょ
う

国こ
く

を
以
て
我
を
嚇か

く

せ
ん
と
欲
す
る
か
︒﹂
と
︒ 

  

※
地
位
や
名
誉
は
⼤
切
な
も
の
だ
が
︑
そ
れ
は
あ
く
ま
で
俗
世
間
の
価
値
観
だ
︒
そ
れ
に
縛
ら
れ
る
の
は
如
何
な
も
の
か
と
︑
荘
⼦

は
友
⼈
恵
⼦
に
巧
み
な
⽐
喩
で
説
い
て
い
ま
す
︒ 

 

恵
⼦
︵
恵
施
︶
が
梁
の
国
の
宰
相
を
し
て
い
た
時
︑
荘
⼦
は
出
向
い
て
恵
⼦
に
会
い
に
出
か
け
て
⾏
っ
た
︒
す
る
と
あ

る
⼈
が
恵
施
に
向
か
っ
て
こ
う
⾔
っ
た
︑﹁
荘
⼦
が
や
っ
て
来
て
︑貴
殿
に
代
わ
っ
て
宰
相
に
な
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
よ
︒﹂

と
︒
こ
れ
を
聞
い
て
恵
⼦
は
恐
れ
を
な
し
て
荘
⼦
を
梁
の
国
中
に
探
し
回
ら
せ
る
こ
と
三
⽇
三
晩
︒︵
そ
の
こ
と
を
聞
い

た
︶荘
⼦
は
恵
⼦
を
た
ず
ね
て
ゆ
く
と
︑こ
う
⾔
っ
た
︒﹁
南
⽅
に
⼀
⽻
の
⿃
が
い
る
︒そ
の
名
を
鵷え

ん

鶵す
う︵

鳳ほ
う

凰お
う

の
⼀
種
︶

と
い
う
︒
貴
公
ご
存
じ
か
︒
そ
も
そ
も
こ
の
鵷え

ん

鶵す
う

は
︑
南
の
海
を
⾶
び
⽴
っ
て
北
の
海
に
⾶
ん
で
ゆ
く
が
︑
そ
の
途
中
︑

⻘あ
お

桐き
り

︵
梧
桐
︓
樹
⾼10

〜20m

程
に
な
る
ア
オ
イ
科
ア
オ
ギ
リ
属
の
落
葉
⾼
⽊
︶
の
⽊
以
外
は
⽌
ま
ら
ず
︑
⽵
の
実
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︵
練
実
︓
滅
多
に
実
を
結
ば
な
い
︶
以
外
は
⾷
べ
ず
︑
⽢か

ん

泉せ
ん

の
⽔
以
外
は
飲
ま
な
い
と
い
う
霊
⿃
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が

あ
る
と
き
︑
⼀
⽻
の
鳶と

び
︵
鴟
︶
が
腐
っ
た
⿏
を
捕
ま
え
た
と
こ
ろ
に
鵷え

ん

鶵す
う

が
⾶
ん
で
き
た
︒
⿏
を
盗
ら
れ
る
こ
と
を
恐

れ
た
鳶と

び

は
︑
鵷え

ん

鶵す
う

を
ふ
り
仰
い
で
ぐ
っ
と
睨
み
つ
け
﹃
こ
ら
っ
︑
し
っ
︕
﹄︵
嚇
︶
と
鳴
い
て
脅
し
た
と
い
う
の
だ
︒
と

こ
ろ
で
今
︑
君
は
梁
国
の
宰
相
の
地
位
を
こ
の
私
に
奪
わ
れ
は
し
ま
い
か
と
⼼
配
し
て
︑
こ
の
私
に
嚇か

く

と
叫
ぶ
つ
も
り

で
で
も
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒
あ
の
腐
れ
⿏
に
し
が
み
つ
い
て
い
る
︑
さ
も
し
い
鳶
の
よ
う
に
︒﹂ 

 

●
荘そ

う
⼦し

恵け
い

⼦し

と
濠ご

う

梁り
ょ
う

の
上ほ

と
り

に
遊あ

そ
ぶ
︵
濠
梁
の
間ほ

と
り

の
想お

も
い
・
知
⿂
楽
︶ 

᷷
荘
子

与ᷝ
恵
子
遊
於
濠
梁
之
上

荘ᷞ
子
曰
᷷ᷝ
鯈
魚
出
游
従
容

是ᷞ
魚
楽
也
᷸ᷞ
恵
子
曰
᷷ᷝ
子
非
魚

安ᷝ
知
魚

之
楽
᷸ᷞ
荘
子
曰
᷷ᷝ
子
非
我

安ᷞ
知
我
不
知
魚
之
楽
᷸ᷞ
恵
子
曰
᷷ᷝ
我
非
子

固ᷞ
不
知
子
矣

子ᷞ
固
非
魚
也
ᷞ

子
之
不
知
魚
之
楽
全
矣
᷸ᷞ
荘
子
曰
᷷ᷝ
請
循
其
本

子ᷞ
曰
᷹ᷝ
女
安
知
魚
楽
᷺云
者

既ᷝ
已
知
吾
知
之
而
問

我

我ᷞ
知
之
濠
上
也
᷸ᷞ 

 

荘
⼦
︑
恵
⼦
と
濠ご

う

梁り
ょ
う

の
上ほ

と
り

に
遊
ぶ
︒
荘
⼦
⽈
く
︑﹁
鮧ゆ

う

⿂ぎ
ょ

出
で
て
遊
び
従し

ょ
う

容よ
う

た
り
︒
是こ

れ
⿂う

を

の
楽
し
む
な
り
﹂
と
︒

惠
⼦
⽈
く
︑﹁
⼦し

は
⿂
に
⾮
ず
︒
安い

づ

く
ん
ぞ
⿂
の
楽
し
む
を
知
ら
ん
や
︒﹂
と
︒
荘
⼦
⽈
く
︑﹁
⼦
は
我
に
⾮
ら
ず
︒
安い

づ

く

ん
ぞ
我
の
⿂
の
楽
し
む
を
知
ら
ざ
る
を
知
ら
ん
や
︒﹂
と
︒
惠
⼦
⽈
く
︑﹁
我
は
⼦
に
⾮
ら
ず
︒
固も

と

よ
り
⼦
を
知
ら
ず
︒

⼦
は
固も

と

よ
り
⿂う

を

に
⾮
ら
ざ
る
な
り
︒
⼦
の
⿂
の
楽
し
む
を
知
ら
ざ
る
は
全ま

っ
た

し
︒﹂
と
︒
荘
⼦
⽈
く
︑﹁
請こ

ふ
其そ

の
本も

と

に
循し

た
が 

 

は
ん
︒
⼦
⽈
く
︑﹃
⼥な

ん
じ

安
く
ん
ぞ
⿂
の
楽
し
む
を
知
ら
ん
や
︒﹄
と
云
ふ
者
は
︑
既
⺒

す

で

に
吾わ

れ

の
之こ

れ

を
知
る
を
知
り
て
我
に

問
ふ
︒
我
之こ

れ

を
濠ご

う

の
上ほ

と
り

に
知
る
な
り
︒﹂
と
︒ 

 

※
荘
⼦
と
恵
⼦
が
散
歩
途
上
の
橋
の
上
か
ら
遊
泳
し
て
い
る
⼩
⿂
を
眺
め
て
何
や
ら
分
か
っ
た
よ
う
な
分
か
ら
な
い
よ
う
な
会
話
を

し
て
い
ま
す
︒
私
は
君
で
は
な
い
か
ら
君
の
⼼
の
内
が
分
か
る
は
ず
が
な
い
︒
同
様
に
君
は
⿂
で
は
な
い
か
ら
君
に
い
ま
遊
泳
し
て

い
る
⿂
の
気
持
ち
が
分
か
る
は
ず
は
な
い
だ
ろ
う
︑
と
恵
⼦
は
荘
⼦
に
詰
め
寄
り
ま
す
︒
論
理
的
に
筋
が
通
っ
て
い
ま
す
ね
︒
こ
れ

に
対
し
て
荘
⼦
は
﹁
知
る
﹂
と
い
う
こ
と
は
分
別
だ
︒
分
別
を
超
え
た
世
界
で
は
私
も
⿂
の
⾃
他
不
⼆
に
あ
る
か
ら
だ
と
説
い
て
い

る
と
思
い
ま
す
︒ 

 

荘
⼦
が
恵
⼦
と
⼀
緒
に
掘
割
の
橋
梁
の
あ
た
り
を
散
歩
し
て
い
た
︒
荘
⼦
が
⾔
っ
た
﹁
鯈は

や
︵
川
⿂
︶
が
顔
を
出
し
て
の

ん
び
り
と
泳
い
で
い
る
︒
⿂
も
楽
し
ん
で
い
る
ん
だ
な
︒﹂
と
︒
す
る
と
恵
⼦
は
⾔
う
︑﹁
君
は
⿂
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒

ど
う
し
て
⿂
が
楽
し
ん
で
い
る
と
分
か
る
ん
だ
い
︒﹂
と
︒
荘
⼦
は
⾔
う
︑﹁
君
は
私
じ
ゃ
な
い
︒
ど
う
し
て
私
が
⿂
が

楽
し
ん
で
い
る
の
が
分
か
ら
な
い
︑
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
ん
だ
︒﹂
と
︒
恵
⼦
は
⾔
っ
た
︒﹁
私
は
君
で
な
い
︒
当
然

君
の
こ
と
は
分
か
ら
な
い
︒
君
も
当
然
⿂
で
は
な
い
︒
君
が
⿂
の
楽
し
み
が
わ
か
ら
な
い
︑
と
い
う
こ
と
と
全
く
同
じ

だ
よ
︒﹂
荘
⼦
は
答
え
た
︑﹁
話
を
本
筋
に
戻
っ
て
み
よ
う
じ
ゃ
な
い
か
︒
君
が
私
に
﹃
君
に
ど
う
し
て
⿂
の
楽
し
み
が

わ
か
る
の
か
﹄
と
⾔
っ
た
と
い
う
こ
と
は
︑
す
で
に
君
は
私
に
⿂
の
楽
し
む
の
が
分
か
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
︑
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私
に
そ
う
聞
い
て
き
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
︒
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
︑
私
は
橋
の
上
に
い
て
︑
⿂
の
楽
し
ん
で
い
る
の
が
分

か
っ
た
の
だ
︒﹂ 

 

 

＝
至し

楽ら
く

篇
＝ 

●
荘そ

う
⼦し

の
妻つ

ま
死し

す
︵
⿎
盆
⽽
歌
︶ 

 

莊
子
妻
死

惠ᷞ
子
弔
之

莊ᷞ
子
則
方
箕
踞
鼓
盆
而
歌

惠ᷞ
子
᷷ᷝ
与
人
居

長ᷟ
子
老
身

死ᷞ
不
哭
亦
足
矣

又ᷞ

鼓
盆
而
歌

不ᷝ
亦
甚
乎
᷸ᷞ
莊
子
曰
᷷ᷝ
不
然

是ᷞ
其
始
死
也

我ᷝ
独
何
能
無
概
然

察ᷞ
其
始
而
本
無
生

非ᷞ

徒
無
生
也

而ᷝ
本
無
形

非ᷞ
徙
無
形
也

而ᷝ
本
無
気

雑ᷞ
乎
芒
芴
之
間

変ᷝ
而
有
気

気ᷞ
変
而
有
形

形ᷝ
変

而
有
生

今ᷞ
又
変
而
之
死

是ᷞ
相
与
為
春
秋
冬
夏
四
時
行
也

人ᷞ
且
偃
然
寢
於
巨
室

而ᷞ
我
噭
噭
然

隨ᷝ

而
哭
之

自ᷟ
以
為
不
通
乎
命

故ᷞ
止
也
᷸ᷞ 

 

荘
⼦
の
妻
死
す
︒
恵
⼦
之こ

れ

を
弔と

ぬ
ら

ふ
︒
荘
⼦
則す

な
は

ち
⽅ま

さ

に
箕き

踞き
ょ

し
︑
盆ぼ

ん

を
⿎こ

し
て
歌
う
︒
恵
⼦
⽈
く
︑
⼈
と
与と

も

に
居お

り
て
︑

⼦こ

を
⻑ち

ょ
う

じ
︑⾝
を
⽼ろ

う

す
︒
死
し
て
哭こ

く

せ
ざ
る
は
︑亦
た
⾜た

れ
り
︒
⼜
盆
を
⿎こ

し
て
歌
ふ
は
︑亦
た
甚は

な
は

だ
し
か
ら
ず
や
︒﹂

と
︒
荘
⼦
⽈
く
︑﹁
然し

か

ら
ず
︒
是こ

れ
其
の
始
め
死し

す
る
や
︑
我
独ひ

と

り
何
ぞ
能
く
槩が

い

然ぜ
ん

た
る
こ
と
無
か
ら
ん
や
︒
其
の
始
め

を
察
す
る
に
︑
本も

と

⽣せ
い

無
し
︒
徒た

だ
に
⽣せ

い

無な

き
の
み
に
⾮
ず
し
て
︑
本
形
無
し
︒
徒た

だ
に
形
無
き
の
み
に
⾮
ず
し
て
︑
本も

と

気 
 

無
し
︒
芒ぼ

う

芴こ
つ

の
間
に
雑ま

じ

は
り
︑
変
じ
て
気
有
り
︒
気
変
じ
て
形
有
り
︑
形
変
じ
て
⽣せ

い

有
り
︒
今
⼜
変
じ
て
死
に
之ゆ

く
︒
是こ

れ
相あ

い

与と
も

に
春し

ゅ
ん

秋じ
ゅ
う

冬と
う

夏か

四し

時じ

の
⾏こ

う

を
為な

せ
る
な
り
︒⼈ひ

と

且か

つ
偃え

ん

然ぜ
ん

と
し
て
巨き

ょ

室し
つ

に
寝い

ぬ
︒⽽し

か

し
て
我
噭き

ょ
う

噭き
ょ
う

然ぜ
ん

と
し
て
︑

随し
た
が

ひ
て
之こ

れ

を
哭こ

く

せ
ば
︑
⾃
ら
以
て
命め

い

に
通
ぜ
ず
と
為な

す
︒
故
に
⽌や

む
る
な
り
︒﹂
と
︒ 

  

※
⼈
間
の
⽣
死
は
天
地
⾃
然
の
巡
り
合
わ
せ
︵
春
夏
秋
冬
・
四
季
の
変
化
︶
と
同
じ
も
の
で
あ
る
か
ら
︑﹁
死
﹂
は
即
﹁
⽣
﹂︑﹁
⽣
﹂

は
即
﹁
死
﹂
と
死し

⽣せ
い

⼀い
ち

如に
ょ

の
境
地
を
荘
⼦
は
体
を
張
っ
て
表
現
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
︒
最
愛
の
妻
を
亡
く
せ
ば
誰
で
も
嘆
き
悲
し

む
の
は
⾄
極
当
た
り
前
の
こ
と
︒﹁
妻
の
死
に
盆
を
叩
い
て
歌
っ
て
い
る
﹂
と
は
︑
と
う
と
う
あ
の
荘
⼦
も
気
が
触
れ
た
か
と
思
わ
れ

ま
す
が
︑
歌
い
な
が
ら
⼼
で
泣
き
︑
歌
と
⼰
を
同
化
し
て
妻
の
命
の
永
遠
性
を
讃
嘆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︒
歌
は
最
愛
の
妻
へ

の
葬
送
曲
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒ 

 

荘
⼦
の
妻
が
亡
く
な
っ
た
︒恵
⼦
が
弔
問
に
⾏
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
荘
⼦
は
両
⾜
を
投
げ
出
し
て
座
り︵
箕き

踞き
ょ

し
︶︑盆︵
素

焼
き
の
器
︶
を
叩
き
な
が
ら
歌
っ
て
い
た
︒
恵
⼦
は
⾔
う
︑﹁
奥
さ
ん
と
⼀
緒
に
⽣
活
し
︑
⼦
供
を
育
て
あ
げ
︑︵
苦
楽

を
共
に
し
て
︶
年
⽼
い
て
き
た
仲
で
は
な
い
か
︒
奥
さ
ん
が
死
ん
だ
の
だ
か
ら
︑
泣
き
叫
ぶ
︵
哭こ

く

︶
こ
と
は
せ
ぬ
と
い

う
だ
け
な
ら
ま
だ
し
も
︑
盆
を
叩
い
て
歌
っ
て
い
る
と
は
何
事
だ
︒﹂
と
︒
荘
⼦
は
答
え
た
︑﹁
い
や
そ
う
じ
ゃ
な
い
︒

⼥
房
が
死
ん
だ
当
初
は
︑
私
だ
っ
て
ど
う
し
て
嘆
き
悲
し
︵
槩が

い

然ぜ
ん

︶
ま
ず
に
お
ら
れ
た
か
︒
し
か
し
よ
く
考
え
て
み
る
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と
︑
⼈
間
は
そ
の
初
め
は
︑
も
と
⽣
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
筈
だ
︒
⽣
き
て
い
る
こ
と
が
な
か
っ
た
だ
け

で
は
な
い
︑
も
と
も
と
は
形
︵
⾁
体
︶
も
な
か
っ
た
の
だ
︒
も
と
も
と
は
形
が
な
か
っ
た
だ
け
で
は
な
く
︑
も
と
も
と

は
気
と
い
う
も
の
も
な
か
っ
た
は
ず
だ
︒
そ
れ
が
︑
混
沌
と
し
て
捉
え
ど
こ
ろ
の
な
い
状
態
︵
茫ぼ

う

忽こ
つ

︶
か
ら
︑
や
が
て

変
化
し
て
﹁
気
﹂
が
⽣
ま
れ
︑﹁
気
﹂
が
変
化
し
て
﹁
形
﹂
が
⽣
じ
︑﹁
形
﹂
が
変
化
し
て
﹁
⽣
﹂
が
⽣
じ
︑
そ
し
て
今

ま
た
変
化
し
て
﹁
死
﹂
へ
と
帰
っ
て
ゆ
く
の
だ
︵
渾
沌
←
気
←
形
←
⽣
←
死
︵
渾
沌
︶︶︒
こ
れ
は
春
夏
秋
冬
の
四
季
の

巡
り
が
順
繰
り
に
⾏
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
︒
⼥
房
は
安
ら
か
に
︵
偃え

ん

然ぜ
ん

︶
天
地
と
い
う
広
々
と
し
た
部
屋
︵
天

地
渾
沌
の
世
界
︶
に
⾝
を
横
た
え
て
眠
り
に
つ
こ
う
と
し
て
い
る
︒
そ
れ
な
の
に
私
が
⼤
声
を
あ
げ
て
︵
噭き

ょ
う

噭き
ょ
う

然ぜ
ん

︶

妻
に
取
り
す
が
り
︑
妻
の
死
を
嘆
き
叫
ん
だ
り
し
た
り
し
た
ら
︑
私
は
天
命
と
い
う
も
の
を
腹
の
底
か
ら
理
解
し
て
い

な
い
こ
と
に
な
る
︒
だ
か
ら
︑
取
り
す
が
っ
て
泣
く
の
を
⽌
め
た
の
だ
︒﹂ 

 

＝
駢べ

ん

拇ぼ

篇
＝ 

 

●
夫そ

れ
⼩し

ょ
う

惑わ
く

は
⽅ほ

う
を
替か

え
︵
以
⾝
殉
利
︶ 

 

夫
小
惑
易
方

大ᷝ
惑
易
性

何ᷞ
以
知
其
然
邪

自ᷞ
虞
氏
招
仁
義

以ᷝ
撓
天
下
也

天ᷝ
下
莫
不
奔
命
於
仁
義
ᷞ

是
非
以
仁
義
易
其
性
与

故ᷞ
嘗
試
論
之

自ᷞ
三
代
以
下
者

天ᷝ
下
莫
不
以
物
易
其
性
矣

小ᷞ
人
則
以
身
殉

利

士ᷝ
則
以
身
殉
名

大ᷝ
夫
則
以
身
殉
家

聖ᷝ
人
則
以
身
殉
天
下

故ᷞ
此
数
子
者

事ᷝ
業
不
同

名ᷝ
声
異
号
ᷝ

其
於
傷
性
以
身
為
殉
一
也
ᷞ 

  

夫
れ
⼩し

ょ
う

惑わ
く

は
⽅ほ

う

を
易か

へ
︑
⼤
惑

た
い
わ
く

は
性せ

い

を
易か

ふ
︒
何
を
以
て
其
の
然
る
を
知
る
や
︒
虞ぐ

⽒し

の
仁
義
を
招か

か

げ
て
︑
以
て
天
下

を
撓み

だ

し
し
よ
り
︑天
下
は
仁
義
に
奔
命
せ
ざ
る
は
莫
し
︒是
れ
仁
義
を
以
て
其
の
性
を
易か

ふ
る
に
⾮
ざ
る
か
︒故
に
嘗
試

こ
こ
ろ
み

み
に
之
を
論
ぜ
ん
︒
三
代
よ
り
以
下
は
︑
天
下
は
物
を
以
て
其
の
性
を
易か

へ
ざ
る
は
莫
し
︒
⼩し

ょ
う

⼈じ
ん

は
則
ち
⾝
を
以
て
利

に
殉じ

ゅ
ん

じ
︑⼠
は
則
ち
⾝
を
以
て
名
に
殉
じ
︑⼤
夫

た
い
ふ

は
則
ち
⾝
を
以
て
家
に
殉
じ
︑聖
⼈
は
則
ち
⾝
を
以
て
天
下
に
殉
ず
︒

故
に
此
の
数
⼦
な
る
者も

の

は
︑
事
業
同
じ
か
ら
ず
︑
名
声
号ご

う

を
異
に
す
る
も
︑
其
の
性
を
傷や

ぶ

り
⾝
を
以
て
殉
を
為
す
に
於

い
て
は
⼀い

つ

な
り
︒ 

 

※
儒
家
の
仁
義
の
教
え
は
︑
い
た
ず
ら
に
世
の
中
を
惑
わ
せ
⼈
間
の
本
性
を
損
な
う
根
本
原
因
だ
と
⼿
厳
し
く
批
判
し
て
い
ま
す
︒

尊
い
教
え
も
無
批
判
に
鵜
呑
み
す
る
と
︑
そ
れ
に
縛
ら
れ
て
し
ま
っ
て
⼈
間
の
本
来
性
が
封
じ
込
め
ら
れ
︑
そ
の
結
果
︑
囚
わ
れ
の

な
い
⾃
由
な
⼈
⽣
を
送
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
説
い
て
い
ま
す
︒︶ 

 

そ
も
そ
も
⼩
さ
な
惑ま

ど

い
で
あ
れ
ば
⼈
と
し
て
の
進
む
べ
き
⽅
向
を
取
り
違
え
る
く
ら
い
で
済
む
が
︑
⼤
き
な
惑
い
と
な

る
と
⼈
と
し
て
の
本
性
を
ま
で
取
り
換
え
て
し
ま
う
も
の
だ
︒
ど
う
し
て
そ
う
な
る
こ
と
が
分
か
る
か
︑
そ
の
分
け
は

︵
儒
家
の
聖
⼈
と
崇
め
ら
れ
た
︶帝て

い

舜し
ゅ
ん︵

有ゆ
う

虞ぐ

⽒し

︶が
仁
義
の
道
を
標
榜
し
て
世
の
中
を
惑
乱
し
て
か
ら
と
い
う
も
の
︑

世
を
あ
げ
て
仁
義
を
⽬
指
し
奔
⾛
し
な
い
も
の
は
な
い
と
い
う
有
様
に
な
っ
た
︒
こ
れ
こ
そ
︑
仁
義
と
い
う
外
的
規
範
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に
よ
っ
て
⼈
間
の
⾃
然
の
本
性
を
取
り
換
え
る
も
の
だ
︵
こ
れ
こ
そ
⼤
い
な
る
惑
い
で
は
な
い
か
︶︒
で
は
︑
こ
の
こ
と

を
も
う
少
し
説
明
し
て
み
よ
う
︒
夏か

・
殷い

ん
・
周し

ゅ
う

の
三
代
の
王
朝
よ
り
こ
の
か
た
︑
世
の
⼈
々
は
み
な
⾃
⼰
の
外
に
あ
る

物
︵
利
益
や
名
誉
な
ど
︶
を
追
い
求
め
て
⾃
然
の
本
性
を
⾒
失
っ
て
い
る
︒
⼀
般
庶
⺠
は
⼀
⾝
う
ぃ
利
益
の
た
め
に
犠

牲
に
し
︑
⼠
︵
下
級
官
吏
︶
は
⼀
⾝
を
名
声
の
た
め
に
犠
牲
に
し
︑
⼤
夫
︵
⾼
級
官
僚
︶
は
⼀
⾝
を
家
︵
領
地
︶
の 

た
め
に
犠
牲
に
し
︑
聖
⼈
︵
＝
帝
王
︶
は
⼀
⾝
を
天
下
の
た
め
に
犠
牲
に
し
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
⾝
分
の
違
う
⼈
々
は
︑ 

や
る
こ
と
は
そ
れ
ぞ
れ
違
い
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
得
る
名
声
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
︑
⼈
間
と
し
て
の
本
性
を
傷
つ
け
︑ 

⼀
⾝
を
外
物
の
犠
牲
に
し
て
い
る
点
で
は
み
な
同
じ
で
あ
る
︵
悲
し
む
べ
き
⾃
⼰
喪
失
で
は
な
い
か
︶︒ 

 

●
臧ぞ

う

と
穀こ

く

と
︑
⼆に

⼈に
ん

相あ
い

与と
も

に
⽺ひ

つ
じ

を
牧ぼ

く

し
て
︑
倶と

も

に
⽺
を
亡う

し
な

ふ
︵
読ど

く
書し

ょ
亡ぼ

う
⽺よ

う
︶ 

臧
与
穀

二ᷝ
人
相
与
牧
羊

而ᷝ
倶
亡
其
羊

問ᷞ
臧
奚
事

則ᷝ
挾
策
読
書

問ᷞ
穀
奚
事

則ᷝ
博
塞
以
遊

二ᷞ
人

者

事ᷝ
業
不
同

其ᷝ
於
亡
羊
均
也

伯ᷞ
夷
死
名
於
首
陽
之
下

盗ᷝ
跖
死
利
於
東
陵
之
上

二ᷞ
人
者

所ᷝ
死
不

同

其ᷝ
於
残
生
傷
性
均
也

奚ᷞ
必
伯
夷
之
是

而ᷝ
盗
跖
之
非
乎

天ᷞ
下
尽
殉
也

彼ᷞ
其
所
殉
仁
義
也

則ᷝ
俗

謂
之
君
子

其ᷞ
所
殉
貨
財
也

則ᷝ
俗
謂
之
小
人

其ᷞ
殉
一
也

則ᷝ
有
君
子
焉

有ᷝ
小
人
焉

若ᷞ
其
残
生
損
性
ᷝ

則
盗
跖
亦
伯
夷
已

又ᷞ
悪
取
君
子
小
人
於
其
間
哉
ᷞ 

 

臧ぞ
う

と
穀こ

く

と
︑
⼆に

⼈に
ん

相あ
い

与と
も

に
⽺ひ

つ
じ

を
牧ぼ

く

し
て
︑
倶と

も

に
⽺
を
亡う

し
な

ふ
︒
臧ぞ

う

に
奚な

に

を
か
事こ

と

と
せ
し
や
と
問
え
ば
︑
則
ち
策さ

く

を
挟は

さ

み

て
書
を
読
め
り
と
︒
穀こ

く

に
奚な

に

を
か
事こ

と

と
せ
る
と
問
え
ば
︑
則
ち
博は

く

塞さ
い

し
て
以
て
遊
べ
り
と
︒
⼆に

⼈に
ん

な
る
者
は
︑
事じ

業ぎ
ょ
う

同 

じ
か
ら
ざ
る
も
︑其
の
⽺
を
亡う

し
な

ふ
に
於
い
て
は
均ひ

と

し
き
な
り
︒伯は

く

夷い

は
名
に
⾸し

ゅ

陽よ
う

の
下も

と

に
死
し
︑盗と

う

跖せ
き

は
利
に
東と

う

陵り
ょ
う

の

上ほ
と
り

に
死
す
︒⼆に

⼈に
ん

な
る
者
は
︑死
す
る
所
同
じ
か
ら
ざ
る
も
︑其
の
⽣せ

い

を
残そ

こ
な

い
性せ

い

を
傷や

ぶ

る
に
於
い
て
は
均ひ

と

し
き
な
り
︒

奚な
ん

ぞ
必
ず
し
も
伯
夷
の
是ぜ

に
し
て
盗と

う

跖せ
き

の
⾮
な
ら
ん
や
︒
天
下
は
尽

こ
と
ご
と

く
殉じ

ゅ
ん

な
り
︒
彼か

れ

其
の
殉
ず
る
所
仁
義
な
れ
ば
︑

則
ち
俗ぞ

く

之
を
君
⼦
と
謂
ふ
︒
其
の
殉
ず
る
所
︑
貨
財
な
れ
ば
︑
則
ち
俗
之
を
⼩
⼈
と
謂
う
︒
其
の
殉じ

ゅ
ん

は
⼀
な
る
に
︑
則

ち
君
⼦
有
り
︑
⼩
⼈
有
り
︑
其
の
⽣
を
残そ

こ
な

ひ
性
を
損そ

こ
な

ふ
が
ご
と
き
は
︑
則
ち
盗
跖
も
亦
た
伯
夷
な
る
の
み
︒
⼜
悪い

づ

く

ん
ぞ
君
⼦
⼩
⼈
を
其
の
間か

ん

に
取
ら
ん
や
︒ 

 

※
﹁
殉じ

ゅ
ん

じ
る
﹂
と
い
う
の
は
︑
犠
牲
を
払
っ
て
忠
義
や
信
念
を
貫
き
通
す
こ
と
で
す
︒
傍
か
ら
⾒
て
い
れ
ば
⼤
変
格
好
い
い
の
で
す

が
︑
忠
義
や
信
念
が
何
か
の
鋳
型
か
ら
⽣
ま
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
︑
そ
れ
は
⼈
の
⾏
動
・
考
え
を
⼤
き
く
束
縛
し
て
し
ま
う
と
い
う

こ
と
に
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
︒
荘
⼦
は
儒
家
の
標
榜
す
る
﹁
仁
義
﹂
と
い
う
考
え
は
︑
⼈
間
の
本
性
を
失
わ
し
め
る
元
凶

だ
と
厳
し
く
批
判
し
て
い
ま
す
︒ 

 

臧ぞ
う

︵
僕し

も
べ

の
意
︶
と
穀こ

く
︵
婢

は
し
た
め

の
意
︶
と
の
⼆
⼈
が
⼀
緒
に
放
牧
さ
れ
た
⽺
の
番
を
し
て
い
て
︑
⼆
⼈
と
も
︵
⽺
番
の
役

⽬
を
忘
れ
て
︶
⽺
を
逃
が
し
て
し
ま
っ
た
︒︵
そ
こ
に
雇
い
主
が
や
っ
て
来
て
︶
臧ぞ

う

に
向
か
っ
て
何
に
夢
中
に
な
っ
て
い

た
の
か
と
尋
ね
る
と
︑
本
︵
⽵
簡
︶
を
⼿
に
し
て
読
ん
で
い
た
と
い
う
︒
穀こ

く

に
何
に
夢
中
に
な
っ
て
い
た
の
か
と
尋
ね
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る
と
︑
双す

ご

六ろ
く

を
し
て
遊
ん
で
い
た
と
い
う
︒
こ
の
⼆
⼈
が
し
て
い
た
事
は
同
じ
で
は
な
い
が
︑
彼
ら
が
⽺
を
逃
が
し
た

と
い
う
過
失
は
同
罪
で
あ
る
︒
清
節
を
も
っ
て
⾃
ら
任
ず
る
伯
夷
は
︑
義
⼠
と
い
う
名
声
の
た
め
に
⾸
陽
⼭
の
麓
で
餓

死
︵
周
朝
の
俸
禄
を
固
辞
︶
し
︑
⼤
盗
賊
の
盗と

う

跖せ
き

︵
春
秋
時
代
・
魯
国
で
九
千
⼈
の
配
下
を
従
え
た
盗
賊
団
の
頭
領
︶

は
物
質
的
な
利
欲
の
た
め
に
東
陵
⼭
の
上
で
命
を
失
っ
た
︒
こ
の
⼆
⼈
は
︑
死
に
⾄
っ
た
原
因
は
同
じ
で
な
い
が
︑
⾃

⼰
の
⽣
命
を
そ
こ
な
い
︑
⾃
然
の
本
性
を
傷
つ
け
た
点
は
ひ
と
し
い
の
で
あ
る
︒︵
伯は

く

夷い

も
盗と

う

跖せ
き

も
⽺
を
逃
が
し
た
臧ぞ

う

と

穀こ
く

で
あ
り
︶
世
間
で
い
わ
れ
る
よ
う
に
︑
伯は

く

夷い

は
善
⼈
︑
盗と

う

跖せ
き

は
悪
党
と
単
純
に
割
り
切
っ
て
し
ま
う
わ
け
に
は
ゆ
か

な
い
の
で
あ
る
︒
世
の
⼈
々
は
⼀
⼈
残
ら
ず
全
て
が
外
物
の
た
め
に
⾃
⼰
の
安
ら
か
な
⽣
を
犠
牲
に
し
て
い
る
︒
そ
の

犠
牲
が
仁
義
の
た
め
で
あ
れ
ば
︑世
間
で
は
そ
の
⼈
を
君
⼦
と
呼
ん
で
尊
重
し
︑そ
の
犠
牲
が
財
貨
の
た
め
で
あ
れ
ば
︑

世
間
で
は
そ
の
⼈
を
⼩
⼈
と
呼
ん
で
軽
蔑
す
る
︒
し
か
し
︑
ど
ち
ら
も
︑
⾃
⼰
の
⽣
を
犠
牲
に
し
て
い
る
点
で
は
同
じ

な
の
に
︑
⽚
や
君
⼦
と
呼
ば
れ
⽚
や
⼩
⼈
と
呼
ば
れ
る
︒
⽣
き
⽣
き
と
し
た
⽣
を
失
い
︑
⼈
間
の
本
性
を
損
傷
す
る
点

で
は
︑
盗と

う

跖せ
き

も
伯は

く

夷い

も
全
く
変
わ
り
が
な
い
︒
い
ま
さ
ら
︑
君
⼦
だ
の
⼩
⼈
だ
の
い
う
区
別
を
そ
の
中
で
し
た
と
こ
ろ

で
始
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
︒ 

 

■ 

＝
山さ

ん

木ぼ
く

篇
＝ 

●
荘
⼦

さ
う
し

⼭
中

さ
ん
ち
ゅ
う

に
⾏ゆ

き
て
︑
⼤
⽊

た
お
ぼ
く

の
枝
葉

し
よ
う

盛せ
い

茂も

す
る
を
⾒み

る
︵
⽤
と
無
⽤
の
間
︶ 

荘
子
行
於
山
中

見ᷝ
大
木
枝
葉
盛
茂

伐ᷞ
木
者

止ᷝ
其
旁
而
不
取
也

問ᷞ
其
故

曰ᷝ
᷷ᷝ
無
所
可
用
᷸ᷞ
荘
子
曰
ᷝ

᷷
此
木

以ᷝ
不
材
得
終
其
天
年
᷸ᷞ
荘
子
出
於
山

舎ᷝ
故
人
之
家

故ᷞ
人
喜

命ᷝ
豎
子
殺
雁
而
烹
之

豎ᷞ
子
請

曰
᷷ᷝ
其
一
能
鳴

其ᷝ
一
不
能
鳴

請ᷞ
奚
殺
᷸ᷞ
主
人
曰
᷷ᷝ
殺
不
能
鳴
者
᷸ᷞ
明
日

弟ᷝ
子
問
於
荘
子
曰
᷷ᷝ
昨
日
ᷝ

山
中
之
木

以ᷝ
不
材
得
終
其
天
年

今ᷞ

主ᷝ
人
之
雁

以ᷝ
不
材
死

先ᷞ
生
将
何
処
᷸ᷞ
荘
子
笑
曰
᷷ᷝ
周
将
処
夫 

材
与
不
材
間

材ᷞ
与
不
材
之
間

似ᷝ
之
而
非
也

故ᷞ
未
免
乎
累
ᷞ 

  

荘
⼦
⼭
中

さ
ん
ち
ゅ
う

に
⾏
き
︑
⼤
⽊

た
お
ぼ
く

の
枝
葉

し
よ
う

盛せ
い

茂も

す
る
を
⾒ み

る
︒
⽊
を
伐き

る
者
︑
其
の
旁

か
た
は
ら

り
⽌と

ど

ま
り
て
取
ら
ざ
る
な
り
︒
其
の

故ゆ
え

を
問
ふ
に
︑
⽈
く
︑﹁
⽤も

ち

ゐ
る
べ
き
所と

こ
ろ

無な

し
︒﹂
と
︒
荘
⼦
⽈
く
︑﹁
此
の
⽊
︑
不
材
を
以
て
其
の
天て

ん

年ね
ん

を
終を

ふ
る
を

得
た
り
﹂
と
︒
荘
⼦
⼭
よ
り
出
で
て
︑
故
⼈

こ
じ
ん

の
家
に
舎や

ど

る
︒
故
⼈
喜
び
て
︑
豎
⼦

じ
ゅ
し

に
命め

い

じ
て
雁か

り

を
殺
し
て
之こ

れ

を
烹に

し
む
︒

豎じ
ゅ

⼦し

請こ

い
て
⽈
く
︑﹁
其
の
⼀い

ち

は
能
く
鳴
き
︑
其
の
⼀い

ち

は
鳴
く
能
わ
ず
︒
請こ

ふ
奚い

づ

れ
を
か
殺こ

ろ

さ
ん
︒﹂
と
︒
主
⼈
⽈
く
︑

﹁
鳴な

く
能あ

た

は
ざ
る
者
を
殺
せ
︒﹂
と
︒
明め

い

⽇じ
つ

︑
弟て

い

⼦し

荘
⼦
に
問
ひ
て
⽈
く
︑﹁
昨
⽇
︑
⼭
中
の
⽊
は
不ふ

材ざ
い

を
以
て
其
の
天て

ん

年ね
ん

を
終を

ふ
る
を
得え

た
り
︒
今
︑
主
⼈
の
雁か

り

は
不ふ

材ざ
い

を
以
て
死し

す
︒
先
⽣
︑
将ま

さ

に
何い

ず

く
に
処を

ら
ん
と
す
﹂
と
︒
荘
⼦
笑
ひ

て
⽈
く
︑﹁
周
は
将
に
夫
の
材
と
不
材
と
の
間
に
処
ら
ん
と
す
︒
材
と
不
材
と
の
間
は
︑
之
に
似
て
⾮
な
る
な
り
︒
故
に

未
だ
累
を
免
れ
ず
︒ 
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※
役
に
⽴
た
な
い
﹁
無
⽤
﹂
で
あ
る
が
ゆ
え
に
伐
ら
れ
る
こ
と
な
く
天
寿
を
全
う
し
た
⼤
⽊
と
︑
⼀
⽅
︑
同
じ
﹁
無
⽤
﹂
の
鳴
か
な

い
雁
は
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
︒
共
に｢

無
⽤｣

で
あ
り
な
が
ら
⼀
⽅
は
⽣
き
延
び
︑
⼀
⽅
は
殺
さ
れ
た
︒
こ
の
⽭
盾
を
ど
う
捉
え
た
ら

い
い
の
で
す
か
︑
と
⾨
⼈
は
荘
⼦
に
問
い
ま
す
︒
荘
⼦
は
︑
苦
笑
い
し
な
が
ら
︑
有
⽤
と
無
⽤
の
真
ん
中
に
⾝
を
お
く
こ
と
だ
︑
し

か
し
そ
れ
は
私
の
⾔
う
真
の
﹁
道
﹂
で
は
な
い
か
ら
︑
世
間
の
煩
い
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
ね
︑
と
答
え
ま
す
︒ 

 

荘
⼦
︵
の
⼀
⾏
︶
が
⼭
の
中
を
通
っ
て
い
る
と
き
︑
⼤
き
な
な
⽊
で
枝
葉
が
盛
ん
に
茂
っ
て
い
る
の
を
⾒
た
︒
樵き

こ
り

が
そ

の
⽊
の
そ
ば
に
⽴
っ
て
い
た
が
︑
⽊
を
切
ら
な
か
っ
た
︒
そ
の
理
由
を
尋
ね
る
と
︑
樵き

こ
り

は
﹁︵
曲
が
っ
て
い
て
瘤
が
⼀

杯
で
︶
使
い
道
が
な
い
の
で
す
︒﹂
と
答
え
た
︒
荘
⼦
は
︵
⾨
⼈
た
ち
に
︶﹁
こ
の
⼤
⽊
は
使
い
道
が
な
い
と
い
う
こ
と

で
︑
天て

ん

寿じ
ゅ

を
全ま

つ
と

う
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
︒﹂
と
⾔
っ
た
︒
荘
⼦
︵
の
⼀
⾏
︶
は
⼭
を
出
る
と
︑
荘
⼦
の
親
友
の
家

に
泊
ま
っ
た
︒
親
友
は
喜
ん
で
⼦
供
の
召
使
に
命
じ
︑
雁
を
し
め
て
ご
馳
⾛
さ
せ
よ
う
と
し
た
︒
召
使
は
︵
主
⼈
に
︶

尋
ね
て
⾔
っ
た
︑﹁
⼀
⽻
は
鳴
け
ま
す
が
︑
⼀
⽻
は
鳴
け
ま
せ
ん
︒
ど
ち
ら
を
絞
め
ま
し
ょ
う
か
︒﹂
と
︒
す
る
と
主
⼈

は
⾔
っ
た
︑﹁
鳴
け
な
い
⽅
を
絞
め
な
さ
い
︒﹂
と
︒
翌
⽇
︑
⾨
⼈
が
荘
⼦
に
質
問
し
て
⾔
っ
た
︑﹁
昨
⽇
の
⼭
中
の
⽊
は

使
い
道
が
な
い
︵
不
材
・
無
⽤
︶
と
い
う
お
陰
で
天
寿
を
全
う
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
︒
先
程
の
主
⼈
の
雁
は
役
⽴

た
ず
と
い
う
こ
と
で
殺
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
︒
先
⽣
は
︑
ど
ち
ら
の
⽴
場
を
お
取
り
に
な
り
ま
す
か
︒﹂
と
︒
荘
⼦
は

笑
っ
て
答
え
た
︑﹁
私
は
そ
の
使
い
道
が
あ
る
の
と
使
い
道
が
な
い
の
と
の
中
間
に
い
よ
う
か
︵
役
に
⽴
つ
と
も
⽴
た
ぬ

と
も
判
然
と
し
な
い
中
間
の
道
を
進
も
う
か
︶︒し
か
し
︑そ
の
中
間
と
い
う
の
は
私
の
⾔
う﹁
道
﹂に
似
て
は
い
る
が
︑

真
の
道
で
は
な
い
︒
だ
か
ら
ま
だ
世
の
累わ

ざ
わ

い
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
︒︵
←
そ
れ
で
は
真
の
道
と
は
ど
う

い
う
も
の
か
︖
引
き
続
き
荘
⼦
の
論
を
追
っ
て
い
き
ま
す
︒︶ 

  

若
夫
乘
道
徳
而
浮
游
者

則ᷝ
不
然

無ᷞ
誉
無
訾

一ᷝ
竜
一
蛇

与ᷝ
時
倶
化

而ᷝ
無
肯
專
為

一ᷞ
上
一
下

以ᷝ

和
為
量

浮ᷞ
游
乎
万
物
之
祖

物ᷝ
物
而
不
物
於
物

則ᷝ
胡
可
得
而
累
邪

此ᷞ
神
農
黄
帝
之
法
則
也

若ᷞ
夫

万
物
之
情

人ᷝ
倫
之
伝

則ᷝ
不
然

合ᷞ
則
離

成ᷝ
則
毀

廉ᷝ
則
挫

尊ᷝ
則
議

有ᷝ
為
則
虧

賢ᷝ
則
謀

不ᷝ
肖
則
欺
ᷞ

胡
可
得
而
必
乎
哉

悲ᷞ
夫

弟ᷞ
子
志
之

其ᷞ
唯
道
徳
之
郷
乎
᷸ᷞ 

  

若も

し
夫そ

れ
道
徳
に
乗
じ
て
浮
遊
す
る
者
は
︑
則
ち
然し

か

ら
ず
︒
誉ほ

ま
れ

も
無
く
訾そ

し

り
も
無
く
︑
⼀い

ち

⻯り
ょ
う

⼀い
ち

蛇だ

︑
時と

き

と
倶と

も

に
化か

し

て
︑
肯あ

へ
て
専も

っ
ぱ

ら
為な

す
こ
と
無
し
︒
⼀い

ち

上じ
ょ
う

⼀い
ち

下げ

︑
和
を
以
て
量り

ょ
う

と
為な

す
︒
万
物
の
祖
に
浮
遊
し
︑
物も

の

を
物も

の

と
し
て
物も

の

に
物も

の

せ
ざ
れ
ば
︑
則
ち
胡な

ん

ぞ
得え

て
累わ

づ
ら

は
さ
る
べ
け
ん
や
︒
此
れ
神
農
⻩
帝
の
法
則
な
り
︒
若も

し
夫そ

れ
万
物
の
情じ

ょ
う

︑
⼈

倫
の
伝
は
︑
則
ち
然
ら
ず
︒
合あ

へ
ば
則
ち
離
さ
れ
︑
成
れ
ば
則
ち
毀こ

ぼ

た
れ
︑
簾れ

ん

な
れ
ば
則
ち
挫く

じ

か
れ
︑
尊そ

ん

な
れ
ば
則
ち

議
せ
ら
れ
︑
為
す
有
れ
ば
則
ち
虧か

か
れ
︑
賢
な
れ
ば
則
ち
謀は

か

ら
れ
︑
不
肖

ふ
し
ょ
う

な
れ
ば
則
ち
欺あ

ざ
む

か
る
︒
胡な

ん

ぞ
得え

て
必ひ

つ

す
べ
け

ん
や
︒
悲
し
い
か
な
︒
弟
⼦

て
い
し

之こ
れ

を
志し

る

せ
︒
其
れ
唯
だ
道
徳
の
郷き

ょ
う

か
︒﹂
と
︒ 

 

※
﹁
⽤
﹂
と
﹁
無
⽤
﹂
は
⼆
律
背
反
す
る
相
対
的
概
念
で
︑
⼈
知
の
横
溢
す
る
現
実
の
世
界
の
基
準
で
す
︒
⼈
は
そ
の
基
準
に
照
ら

し
て
⽇
々
暮
ら
し
︑
そ
こ
で
は
利
に
従
っ
て
集
合
・
離
散
や
嫉
妬
︑
謀
略
︑
僻
み
な
ど
が
渦
巻
い
て
い
ま
す
︒
そ
こ
で
は
安
⼼
な
る
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も
の
は
な
い
︒
⼤
⽊
と
雁
の
話
も
こ
の
世
界
の
基
準
で
判
ず
れ
ば
⽭
盾
と
映
る
が
︑
殺
さ
れ
た
雁
は
我
々
の
⾁
体
に
宿
り
そ
の
命
を

全
う
し
て
い
る
で
は
な
い
か
︒
有
⽤
・
無
⽤
の
相
対
的
価
値
観
を
超
脱
し
た
無
為
⾃
然
の
道
を
究
め
て
い
き
な
さ
い
と
⾨
⼈
に
諭
し

て
い
ま
す
︒ 

 

真
の
﹁
道
﹂
と
﹁
徳
﹂
と
に
⾝
を
乗
せ
て
世
俗
を
超
え
た
世
界
に
遊
ぶ
こ
と
が
で
き
る
⼈
な
ら
︵
そ
う
い
う
境
涯
に
い

る
⼈
な
ら
︶︑
そ
う
で
は
な
く
な
る
︒
そ
の
世
界
に
は
︵
使
い
道
の
有
る
無
し
︑
有
能
・
無
能
な
ど
と
い
う
︶
名
誉
も
な

け
れ
ば
訾そ

し
り

も
な
い
し
︑
時
に
は
空
⾶
ぶ
⿓
︑
時
に
は
地
を
這は

う
蛇
と
な
り
︑
時
勢
と
と
も
に
⾃
在
に
変
化
し
て
︑
強し

い

て
⼀
つ
の
こ
と
に
拘こ

だ
わ

っ
て
⽣
き
て
ゆ
く
こ
と
は
な
い
の
だ
︒
時
に
は
超
俗
︑
時
に
は
世
俗
に
往
来
し
︑
和
を
も
っ
て
⾃

分
の
規
範
︵
量
︶
と
す
る
の
だ
︒
万
物
の
産
み
の
親
で
あ
る
﹁
無
為
⾃
然
の
道
と
徳
﹂
の
世
界
に
⼼
を
遊
ば
せ
︑
万
物

を
万
物
と
し
て
︑
⾃
分
は
万
物
の
中
で
そ
の
万
物
の
⼀
つ
と
し
て
相
対
的
に
区
別
︵
⽐
較
対
照
︶
さ
れ
る
こ
と
の
な
い

︵
絶
対
の
︶
境
地
に
い
れ
ば
︑
ど
う
し
て
外
物
に
よ
っ
て
累わ

ず
ら

わ
さ
れ
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
︒
こ
れ
が
太
古
の
帝
王
で
あ

る
神し

ん

農の
う

や
⻩こ

う

帝て
い

の
法
則
と
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
こ
の
世
の
万
物
の
実
情
や
︑
⼈
間
社
会
の
倫
理
道
徳

と
し
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
も
の
は
︑
こ
う
で
は
な
い
︒
付
い
て
は
離
れ
︑
完
成
し
た
か
と
思
う
と
壊こ

わ

さ
れ
︑
⽬
⽴
っ
た

か
と
思
う
と
挫く

じ

か
れ
︑
⾝
分
が
尊た

っ
と

く
な
っ
た
か
と
思
う
と
⾮
難
さ
れ
︑
何
か
を
し
よ
う
か
と
思
う
と
邪
魔
さ
れ
︑
賢
い

⼈
は
謀ぼ

う

略り
ゃ
く

に
か
か
り
︑
愚
か
な
⼈
は
騙だ

ま

さ
れ
る
︵
な
ん
と
現
実
の
世
界
は
理
不
尽
な
世
界
で
あ
る
こ
と
か
︶︒
こ
の
よ

う
な
相
対
的
⼆
律
背
反
の
世
界
に
い
て
は
︑
ど
う
し
て
絶
対
に
安
⼼
だ
な
ど
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
か
︒
な
ん
と
悲

し
い
こ
と
で
は
な
い
か
︒
弟
⼦
た
ち
よ
︑
こ
の
こ
と
を
よ
く
覚
え
て
お
き
な
さ
い
︒︵
絶
対
の
境
地
と
い
う
も
の
は
︶
た

だ
︑
相
対
的
価
値
観
を
超
越
し
た
無
為
⾃
然
の
道
と
徳
と
の
世
界
だ
け
に
あ
る
の
だ
︒﹂ 
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