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翻
訳
（
訳
注
）

張
果
関
連
文
献
訳
注
稿（
下
）

川
　
　
口
　
　
喜
　
　
治

　
　
　

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
張
果
、
道
教
、
全
唐
文
、
全
唐
詩

　

は
じ
め
に

本
稿
は
、「
張
果
関
連
文
献
訳
注
稿（
上
）（
中
）」（『
山
口
県
立
大
学
大
学
院
論
集
』二
一
号
、

二
〇
二
〇
年
。『
山
口
県
立
大
学
国
際
文
化
学
部
紀
要
』二
六
号
、二
〇
二
〇
年
）の
続
稿
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、張
果
関
連
文
献
の
本
丸
と
も
言
え
る
、『
全
唐
文
』所
収
の
張
果
の「
道
體
論
序
」

「
黃
帝
陰
符
注
序
」「
太
上
九
要
心
印
妙
經
序
」、『
全
唐
詩
』に
見
え
る
張
果
の「
題
登
眞
洞
」詩

の
訳
注
を
掲
載
す
る
。

凡
例
に
相
当
す
る
も
の
は
、本
訳
注
の
上
篇
を
参
照
さ
れ
た
い
。

さ
て
、本
稿
所
載
の
張
果
の
文
に
つい
て
は
、少
な
く
と
も
訳
注
者
の
私
に
と
って
難
解
で
あ
っ
た
。

読
解
能
力
の
乏
し
さ
に
加
え
て
、道
教
関
係
の
知
識
が
皆
無
と
いって
よ
い
ほ
ど
で
あ
る
こ
と
が
主

た
る
原
因
で
あ
る（
怠
惰
な
性
格
、努
力
不
足
な
ど
、そ
の
ほ
か
の
理
由
も
た
く
さ
ん
あ
る
が
、陳

述
す
れ
ば
き
り
が
な
く
な
る
）。そ
れ
故
、本
篇
に
は
、上
篇
、中
篇
に
も
ま
し
て
、誤
読
や
誤
解
が

多
い
こ
と
を
危
惧
し
て
い
る
。

言
い
訳
を
重
ね
る
こ
と
を
ご
寛
恕
願
い
た
い
。「
あ
な
た
は
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
何
を
し
よ

う
と
し
て
い
る
の
か
？
」と
い
う
問
い
を
た
て
た
時
点
で
、そ
の
者
は
敗
者
の
位
相
に
居
着
い
て
し
ま

う（
内
田
樹『
他
者
と
死
者　
ラ
カ
ン
に
よ
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
』参
照
、文
春
文
庫
、二
〇
一
一
年
）の
だ

と
す
れ
ば
、「
あ
な
た
は
そ
の
よ
う
に
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
何
を
言
お
う
と
し
て
い
る
の
か
？
」と
い

う
問
い
に
、本
稿
の
訳
注
作
業
に
お
い
て
訳
注
者
は
つ
き
ま
と
わ
れ
て
い
た
。つ
ま
り
、試
み
に
先
の

「
敗
者
」を「
弟
子
」と
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、訳
注
者
は
、常
に
師
匠
の
言
わ
ん
と
す
る
こ
と
の
意

味
を
探
り
続
け
る
弟
子
の
立
場
に
居
着
い
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

本
稿
に
示
し
た
よ
う
な
種
類
の
テ
ク
ス
ト
は
、読
む
者
を
し
て
常
に
弟
子
の
位
相
に
居
着
か
せ
、

師
匠
を
超
え
る
、換
言
す
れ
ば
テ
ク
ス
ト
の
真
意
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
さ
せ
る

意
図
を
孕
ん
で
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

た
だ
敢
え
て
贅
言
す
る
な
ら
ば
、こ
の
よ
う
な
弟
子
・
敗
者
の
居
着
き
か
ら
脱
出
す
る
方
途
と

し
て
は
、「
何
を
言
お
う
と
し
て
い
る
の
か
」つ
ま
り「
何
が
書
か
れ
て
い
る
の
か
」を
解
読
す
る
審

級
か
ら
脱
出
し
、「
何
が
書
か
れ
て
あ
る
べ
き
か
」と
い
う
、解
読
者
の
主
体
的
、主
観
的
関
与
を
前

面
に
押
し
出
し
た
解
読
の
作
業
が
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か（
注
）。た

だ
今
回
、訳
注
者
は
そ
の

と
ば
口
で
テ
ク
ス
ト
に
は
ね
つ
け
ら
れ
た
と
い
う
の
が
正
直
な
状
況
で
あ
る
。

な
ら
ば
、今
の
訳
注
者
に
と
っ
て
は
、ひ
た
す
ら
謙
虚
に「
読
む
」作
業
を
続
け
る
こ
と
以
外
に
、

解
読
の
処
方
は
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

（
注
）こ
こ
で
意
図
し
て
い
る
の
は
、か
つ
て
中
国
の
学
界
に
お
い
て
実
施
さ
れ
た
全
て
の
古
典
文

学
に「
階
級
性
」「
反
動
性
」な
ど
の「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
痕
跡
を
検
知
」（
内
田
樹『
女
は

何
を
欲
望
す
る
か
？
』七
七
頁
、角
川
書
店
、二
〇
〇
八
年
）す
る
教
条
主
義
的
な
解
読

で
は
な
い
。ま
た
、（
訳
注
者
は
ほ
ぼ
理
解
で
き
て
い
な
い
が
、）山
口
久
和『
章
学
誠
の
知

識
論
』（
創
文
社
、一
九
九
八
年
）を
参
照
。

四
、張
果「
道
體
論
序
」「
黃
帝
陰
符
注
序
」「
太
上
九
要
心
印
妙
經
序
」

（
十
）「
道
體
論
序
」（『
全
唐
文
』卷
九
二
三
、以
下
同
じ
）

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、張
果
の
文
、特
に
こ
の
文
章
は
難
解
で
あ
る
。解
読
で
き
て
い
な
い
と
こ

ろ
が
た
いへ
ん
多
い
。「
道
」「
徳
」「
法
」「
妙
」「
迹
」「
機
」な
ど
の
関
鍵
と
な
る
術
語
に
対
す
る
理

解
が
不
確
か
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、句
と
句
と
の
意
味
関
係
の
理
解
が
困
難
な
と
こ
ろ
が
た
いへ

ん
多
か
っ
た
。と
り
わ
け「
故
」に
代
表
さ
れ
る
、理
由・条
件
︱
結
果
の
論
理
関
係
の
多
く
を
闡
明

で
き
て
い
な
い
。よ
って
、以
下
の
訳
注
は
叩
き
台
と
考
え
て
い
る
が
、そ
も
そ
も
そ
れ
に
も
な
り
得

て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

な
お
、『
舊
唐
書
』張
果
列
傳（
上
篇
所
載
）の
注
の「
玄
宗
」の
項
に
記
し
た
こ
と
と
重
複
す
る

部
分
も
あ
る
が
、張
果
の
こ
の
論
が『
老
子
』を
対
象
と
し
、「
道
」「
徳
」「
道
体
」な
ど
を
説
明
し

よ
う
と
す
る
態
度
に
つい
て
は
、「
六
朝
後
半
か
ら
隋
唐
期
に
至
る
間
の
道
仏
論
争
」が
、「
唐
代
に

入
っ
て
一
層
先
鋭
化
し
」、そ
の
場
合「
純
粋
に
教
理
上
の
問
題
を
め
ぐ
る
論
争
」の「
争
点
の
多

く
は
、や
は
り『
老
子
』お
よ
び『
老
子
』の
説
く
道
や
自
然
を
め
ぐ
って
の
も
の
で
あ
っ
た
」こ
と
、そ

し
て「
こ
う
し
た
道
と
自
然
、虚
無
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
論
争
に
終
止
符
を
打
っ
た
の
は
、
玄
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宗
の『
老
子
疏
』の
出
現
で
あ
っ
た
」（
麥
谷
邦
夫「
唐
代
老
子
注
釈
学
と
仏
教
」「
玄
宗『
道
徳
真

経
』注
疏
に
お
け
る「
妙
本
」」、『
六
朝
隋
唐
道
教
思
想
研
究
』）と
い
う
、玄
宗
と
そ
の
ブ
レ
ー
ン

に
よ
る『
老
子（
道
德
經
）疏
』の
撰
述
と
も
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。つ
ま
り
、玄
宗
と
そ
の
ブ

レ
ー
ン
は
、『
老
子
疏
』の
撰
述
に
あ
た
り
、張
果
を
は
じ
め
と
す
る
道
士
た
ち
の『
老
子
』解
釈
を

参
考
に
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。ま
た
張
果
が
玄
宗
の
招
聘
に
応
え
た
大
き
な
理
由
も
、自

ら
の『
老
子
』解
釈
を
玄
宗
に
奏
聞
す
る
た
め
で
あ
り
、そ
の
解
釈
論
が
、序
の
み
が
残
さ
れ
た
こ
の

「
道
體
論
」で
は
な
か
ろ
う
か（
た
だ
し
、「
道
體
論
」本
体
が
存
在
し
た
か
は
未
詳
）。

ま
た
、上
記「
論
争
の
終
止
符
」は「
妙
本
」と
い
う
概
念
の
提
起
に
よ
って
な
さ
れ
た
よ
う
で
あ

る
。そ
し
て「
玄
宗
疏
の
解
釈
」は「「
道
」と「
自
然
」と「
虚
無
」…
…
三
者
の
関
係
を「
道
」の
さ

ら
な
る
奥
に
あ
る
窮
極
的
実
体
と
し
て
の「
妙
本
」の
も
と
に
整
合
的
に
規
定
し
よ
う
と
し
た
」も

の
で
あ
っ
た（
麥
谷
上
記「
妙
本
」論
文
）。こ
の「
妙
本
」に
つ
い
て
は
、麥
谷
氏
の
よ
う
に
そ
の「
超

越
性
を
重
視
す
る
立
場
」と
、「「
妙
本
」と「
道
」と
を
等
同
、な
い
し「
妙
本
」を「
道
」の
形
容
的

な
も
の
と
す
る
立
場
」と
の
大
き
く
二
つ
に
解
釈
が
分
か
れ
る
よ
う
で
あ
る（『
舊
唐
書
』張
果
列

傳
の
注「
玄
宗
」の
堀
池「「
妙
本
」の
位
置
」）。な
お
堀
池
氏
に
は「「
妙
本
」の
形
成
︱『
老
子
玄

宗
注
』思
想
の
成
立
」（「
古
典
学
の
再
構
築
」研
究
成
果
報
告
集
Ⅱ『
論
集「
原
典
」』、二
〇
〇
三

年
）、「『
注
』の「
妙
本
」・『
疏
』の「
妙
本
」︱
唐
玄
宗『
老
子
注
疏
』へ
の
一
視
点
」（『
中
国
思
想

に
お
け
る
身
体・自
然・信
仰
︱
坂
出
祥
伸
先
生
退
休
記
念
論
集
』、東
方
書
店
、二
〇
〇
四
年
）、

「『
老
子
』玄
宗
注
疏
の「
理
身
」と「
理
国
」」（『
筑
波
中
国
文
化
論
叢
』、二
〇
〇
五
年
）な
ど
の

『
老
子
』玄
宗
注
疏
、「
妙
本
」に
関
す
る
一
連
の
研
究
が
あ
る
。

な
お
、玄
宗
の『
老
子
』注
疏
に
つい
て
は
、道
蔵
所
収
の『
唐
玄
宗
御
註
道
德
眞
經
』四
卷
、『
唐

玄
宗
道
德
眞
經
疏
』十
卷
に
よ
っ
て
、そ
の
検
討
が
な
さ
れ
て
き
た
。さ
ら
に
、玄
宗
疏
を
も
と
に

こ
れ
を
敷
衍
す
る
著
述
と
し
て
、晩
唐
の
杜
光
庭
の『
道
德
眞
經
廣
聖
義
』五
十
卷
が
あ
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
い
る（
麥
谷
前
掲「
妙
本
」論
文
、「
玄
宗
と『
道
徳
真
経
』注
疏
の
撰
述
」、麥
谷
前

掲
書
。堀
池「『
老
子
』玄
宗
注
疏
」論
文
）。ち
な
み
に
杜
光
庭
は
、次
の
張
果「
黃
帝
陰
符
注
序
」

で
批
判
さ
れ
て
い
る
盛
唐
の
李
筌
が『
陰
符
經
』を
得
た
逸
話
を
、そ
の
著『
神
仙
感
遇
傳
』・神

仙
十
四
、『
墉
城
集
仙
傳
』「
驪
山
姥
」（『
太
平
廣
記
』卷
六
三・女
仙
八
）、『
集
仙
錄
』（『
太
平
御

覧
』卷
六
七
八・道
部
二
十・傳
授
上
）に
記
し
て
い
る
。な
お
、こ
れ
ら
の
小
説
の
撰
者
が
杜
光
庭
で

あ
る
こ
と
は
、李
剣
国『
唐
五
代
志
怪
伝
奇
序
録
』（
南
開
大
学
出
版
社
、一
九
九
三
年
）を
参
照

さ
れ
た
い
。

い
ま
注
釈
者
は
、如
上
の
思
想
史
上
の
問
題
と
絡
め
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
、こ
の
訳

注
稿
を
提
出
す
る
。ま
た『
唐
玄
宗
御
註
道
德
眞
經
』『
唐
玄
宗
道
德
眞
經
疏
』『
道
德
眞
經
廣

聖
義
』と
関
係
づ
け
る
こ
と
も
で
き
て
い
な
い
。

【
底
本
】

●
中
華
書
局
影
印
本
、一
九
八
三
年
、以
下
同
じ
。

【
原
文
】

夫
渾
然
未
兆
、得
喪
無
涯
。名
質
既
分
、則
凡
聖
義
顯
。然
凡
不
自
悟
、必
積
感
以
求
通
。聖

不
棄
物
、亦
因
機
而
設
教
。教
緒
彌
綸
、寧
容
窮
數
。約
其
一
應
之
迹
、所
謂
道
德
。

所
言
道
者
、極
妙
環
中
、圓
通
物
化
、因
通
立
稱
。故
名
爲
道
。德
者
、殊
能
廣
洽
、全
任
無
功
、

成
迹
可
目
。故
名
爲
德
。

然
則
道
以
通
化
彰
名
。忘
通
則
會
旨
。德
就
全
任
標
稱
。泯
迹
則
德
全
。斯
二
兼
忘
宗
極
無

主
者
也
。將
欲
顯
彼
元
源
、導
茲
弱
喪
。

法
不
自
闡
。宏
之
在
人
。故
先
以
老
子
、標
爲
首
題
。萬
物
芸
芸
、封
心
華
競
。至
人
懸
解
、返

本
無
爲
。故
曰
老
子
。

體
雖
泊
然
、機
來
則
應
、應
迹
嗣
興
。目
之
爲
子
。德
不
自
樹
。妙
成
在
法
、本
其
所
通
。字
之

曰
道
。然
道
體
虛
凝
、常
爲
軌
訓
、其
名
不
去
。號
之
爲
經
。建
言
至
末
、此
章
爲
首
。故
曰
道
體

論
。 

【
書
き
下
し
文
】

夫
れ
渾
然
は
未
だ
兆き

ざ

さ
ず
、得
喪　

涯は
て

無
し
。名
質　

既
に
分
る
れ
ば
則
ち
凡
聖　

義
は
顕

ら
か
な
り
。然
れ
ど
も
凡
は
自み

ず
から

悟
ら
ず
、必
ず
感
を
積
み
て
以
て
通
ず
る
を
求
む
。聖
は
物
を

棄
て
ず
、亦
た
機
に
因
り
て
教
を
設
く
。教
緒
は
弥び

綸り
ん

し
、寧い
ず
くん

ぞ
数
を
窮
む
容べ

け
ん
や
。其そ

の
一

応
の
迹
を
約
さ
ば
、所い

わ
ゆ
る謂

道
徳
な
り
。

道
と
言
う
所
の
者
は
、妙
を
環
中
に
極
め
、円
通
し
て
物
化
し
、通
ず
る
に
因
り
て
称
を
立
つ
。

故
に
名
づ
け
て
道
と
為
す
。徳
な
る
者
は
、殊
能　

広
洽こ

う
に
し
て
、全
て
無
功
に
任ま
か

す
れ
ど
も
、迹

を
成
す
こ
と
目
す
可
し
。故
に
名
づ
け
て
徳
と
為
す
。

然
ら
ば
則
ち
道
は
通
化
を
以
て
名
を
彰あ

き
ら
か
に
す
。通
ず
る
を
忘
る
れ
ば
則
ち
旨
を
会
す
。徳

は
全
任
に
就
き
て
標
称
す
。迹
を
泯ほ

ろ
ぼ
せ
ば
則
ち
徳
は
全ま
つ
たし

。斯こ

の
二
つ
は
兼
ね
て
宗
極
を
忘
れ

て
主
無
き
者
也
。将
に
彼
の
元
源
を
顕
ら
か
に
せ
ん
と
欲
す
れ
ば
、茲こ

の
弱
喪
を
導
く
。

法
は
自み

ず
から

闡あ
き

ら
か
に
せ
ず
。之こ

れ
を
宏ひ
ろ

む
る
は
人
に
在
り
。故
に
先
に
老
子
を
以
て
、標し
る

し
て
首

題
と
為
す
。万
物
は
芸
芸
た
り
て
、心
に
華
競
す
る
を
封
ず
。至
人
は
懸
解
し
、本
に
返
り
て
無

為
な
り
。故
に
老
子
と
曰
う
。

体
は
泊
然
た
り
と
雖
も
、機
の
来
た
れ
ば
則
ち
応
じ
、迹
に
応
じ
て
嗣
い
で
興
る
。之こ

れ
に
目
し

て
子
と
為
す
。徳
は
自み

ず
から

樹た

た
ず
。妙
の
成
る
は
法
に
在
り
て
、其そ

の
通
ず
る
所
に
本も
と

づ
く
。之こ

れ
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に
字あ
ざ
なし

て
道
と
曰
う
。然し
か

ら
ば
道
体
は
虚
凝
に
し
て
、常
に
軌
訓
と
為
り
、其そ

の
名
は
去
ら
ず
。之こ

れ
に
号
し
て
経
と
為
す
。言
を
建
て
て
末す
え

に
至
り
、此
の
章
を
首は
じ
めと

為
す
。故
に
道
体
論
と
曰
う
。

【
大
意
】

そ
も
そ
も
カ
オ
ス
の
状
態
は
き
ざ
し
が
ま
だ
現
れ
ず
、道
徳
の
体
得
と
喪
失
に
つ
い
て
も
何
が

体
得
で
何
が
喪
失
な
の
か
決
ま
って
い
な
い
。名
目
と
実
質
が
区
別
さ
れ
カ
オ
ス
の
状
態
で
は
な
く

な
って
、凡
人（
道
徳
を
喪
失
し
た
人
）と
聖
人（
道
徳
を
体
得
し
た
人
）の
意
義
が
明
確
に
な
る
の

で
あ
る
。し
か
し
な
が
ら
凡
人
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
自
ら
悟
る
こ
と
が
な
く
、必
ず
や
感
覚
を

研
ぎ
澄
ま
す
と
い
う
修
養
に
よ
って「
道
」に
通
達
す
る
こ
と
を
求
め
る
の
で
あ
る
。一
方
、聖
人
は

何
も
の
を
も
棄
て
る
こ
と
が
な
く（
ま
た
何
人
を
も
み
す
て
る
こ
と
が
な
く
）、や
は
り「
機（
変
化

の
き
ざ
し
）」に
基
づ
い
て
教
化
を
施
す
の
で
あ
る
。聖
人
の
教
化
の
事
業
は
世
界
を
す
っ
ぽ
り
と

包
み
込
む
よ
う
に
広
大
で
あ
る
か
ら
、ど
う
し
て
そ
の
教
化
の
理
法
を
極
め
尽
く
す（
そ
の
教
化

の
数
を
数
え
尽
く
す
）こ
と
が
で
き
よ
う
か
。聖
人
の
す
べ
て
の
教
化
の
足そ

く

跡せ
き

を
ま
と
め
る
な
ら
ば
、

い
わ
ゆ
る「
道
徳
」で
あ
る
。

「
道
」と
表
現
さ
れ
る
も
の
は
、根
源
的
で
精
妙
な
本
質
を
空
っ
ぽ
の
丸
い
穴
の
中
心
に
極
め
、

す
べ
て
に
通
達
し
て
変
化
し
、通
達

0

0

す
る
と
い
う
視
点
か
ら
名
称
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。そ
れ
故
、

「
道0

」と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
徳
」と
い
う
も
の
は
、優
れ
た
能
力
が
あ
ま
ね
く
い
き

わ
た
っ
た
も
の
で
あ
り
、功
績（
功
業
の
跡
）が
な
い
こ
と
を
万
能
と
し
て
は
い
る
が
、そ
れ
で
も
成

し
遂
げ
ら
れ
た
足
跡
は
目0

に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。そ
れ
故
、「
徳0

」と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。そ

う
で
あ
る
な
ら
ば「
道
」は
、す
べ
て
に
通
達
し
、す
べ
て
の
物
が
ほ
か
の
物
へ
と
変
化
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、そ
の
名
称
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。そ
し
て
通
達
す
る
こ
と
を
忘
れ
た
な
ら
ば
本
質

を
会
得
で
き
る
の
で
あ
る
。「
徳
」は
、功
績
が
な
い
こ
と
を
万
能
と
す
る
こ
と
に
依
拠
し
て
、人
々

の
目
に
つ
く
よ
う
に
示
さ
れ
る
。そ
し
て
示
さ
れ
た
足
跡
を
根
絶
す
れ
ば「
徳
」は
完
全
な
も
の
と

な
る
の
で
あ
る
。こ
の「
道
」と「
徳
」の
二
つ
は
、と
も
に
究
極
の
原
理
忘
れ
、主
宰
者
が
い
な
い
も
の

な
の
で
あ
る
。に
も
か
か
わ
ら
ず
、そ
の
奥
深
い
根
源
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
思
う
な
ら
ば
、幼
時

に
故
郷
を
喪
失
し
た
人
を
故
郷
に
導
く
よ
う
に
、執
着
の
気
持
ち
を
招
い
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

「
法（
法
則・規
範
）」は
、み
ず
か
ら
明
ら
か
に
な
る
も
の
で
は
な
い
。そ
れ
を
行
き
渡
ら
せ
る
の

は
人
間
の
世
界
で
あ
る
。そ
れ
故
、こ
の
論
は
、ま
ず
老
子
と
い
う
人
間
を
標
題
に
掲
げ
て
い
る
の

で
あ
る
。万
物
は
多
種
多
様
で
あ
り
、そ
の
心
に
華
美
を
競
い
合
う
気
持
ち
を
封
じ
込
め
て
い
る
。

一
方
、超
越
的
人
間
は
、自
己
を
支
配
す
る
一
切
か
ら
離
れ
て
自
由
な
境
地
に
立
ち
、本
来
の
あ

り
方
に
か
え
って
無
為
自
然
な
の
で
あ
る
。だ
か
ら
超
越
的
人
間
を
老
子
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
体（
本
体
）」は
、身
じ
ろ
ぎ
も
し
な
い
が
、「
機（
変
化
の
き
ざ
し
）」が
現
れ
る
と
そ
れ
に
反
応

し
、そ
の
反
応
の
足
跡
に
反
応
し
て
連
続
的
に
興
起
す
る
。そ
こ
で
こ
れ
に「
子
」と
名
目
を
つ
け
る

の
で
あ
る
。「
徳
」は
、み
ず
か
ら
樹
立
す
る
わ
け
で
は
な
い
。そ
の
精
妙
さ
が
成
り
立
つ
の
は「
法
」

の
世
界
に
お
い
て
で
あ
り
、通
達
す
る
こ
と
に
も
と
づ
い
て
い
る
。そ
れ
で
仮
に
こ
れ
に「
道
」と
い
う

字あ
ざ
なを

つ
け
る
の
で
あ
る
。で
あ
る
な
ら
ば
、「
道
体（
道
の
本
体
）」は
虚
無
且
つ
深
遠
で
あ
り
、常
に

規
範・法
則
と
な
っ
て
お
り
、そ
の
名
が
ど
こ
か
へ
行
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
な
い
。そ
こ
で
、老
子
の
残

し
た
書
に「（
道
徳
）経
」と
称
号
を
つ
け
る
。（
私
、張
果
は『
道
徳
経
』に
関
す
る
論
文
と
し
て
）

永
久
に
記
憶
さ
れ
る
べ
き
言
葉
を
最
後
ま
で
し
っ
か
り
と
打
ち
立
て
、こ
の
文
章
を
冒
頭
に
置
く
。

そ
れ
故
、「
道
体
論
」と
い
う
の
で
あ
る
。

【
注
釈
】                                                       

●
道
体
‥
道
の
本
体
。『
淮
南
子
』詮
言
訓「
無
爲
者
、道
之
體
也
。執
後
者
、道
之
容
也
。無
爲

制
有
爲
、術
也
。執
後
之
制
先
、數
也
。放
於
術
則
強
、審
於
數
則
寧
。」。ま
た
、道
を
体
得
す

る
。『
韓
非
子
』解
老「
夫
能
有
其
國
保
其
身
者
、必
且
體
道
。體
道
則
其
智
深
、其
智
深
則
其

會
遠
、其
會
遠
衆
人
莫
能
見
其
所
極
。」

●
渾
然
‥
未
分
化
で
あ
る
様
子
。『
莊
子
』應
帝
王「
南
海
之
帝
爲
儵
、北
海
之
帝
爲
忽
、中
央
之

帝
爲
渾
沌
。」成
玄
英
疏「
南
海
是
顯
明
之
方
、故
以
儵
爲
有
。北
是
幽
闇
之
域
、故
以
忽
爲

無
。中
央
既
非
北
非
南
、故
以
渾
沌
爲
非
無
非
有
者
也
。」

●
未
兆
‥
ま
だ
き
ざ
し
が
な
い
。『
老
子
』第
二
十
章（
異
俗
）「
衆
人
熙
熙
、如
享
太
牢
、如
春
登

臺
。我
獨
泊
兮
其
未
兆
、如
嬰
兒
之
未
孩
。」王
弼
注「
言
我
廓
然
無
形
之
可
名
、無
兆
之
可

擧
、如
嬰
兒
之
未
能
孩
也
。」河
上
公
注「
我
獨
怕
然
安
靜
、未
有
情
欲
之
形
兆
也
。」。『
同
』

第
六
四
章「
其
安
易
持
、其
未
兆
易
謀
。其
脆
易
泮
、其
微
易
散
。」

●
得
喪
‥
得
失
。『
老
子
』第
二
三
章「
故
從
事
於
道
者
、道
者
同
於
道
。德
者
同
於
德
。失
者
同

於
失
。」。小
川『
老
子
』、木
村
英
一『
老
子
』（
講
談
社
、一
九
八
四
年
）を
参
考
に
、「
道
徳
の

体
得
、道
徳
の
喪
失
」と
考
え
て
み
る
。

●
無
涯
‥
か
ぎ
り
が
な
い
。き
わ
ま
り
が
な
い
。こ
こ
は
未
限
定
と
い
う
意
味
か
。『
莊
子
』養
生
主

「
吾
生
也
有
涯
、而
知
也
無
涯
。以
有
涯
隨
無
涯
、殆
已
。已
而
爲
知
者
、殆
而
已
矣
。」

●
名
質
‥
名
目
と
実
質
。名
実
。何
遜「
爲
孔
導
辭
建
安
王
牋
」「
士
實
塗
泥
、美
非
竹
箭
。昔
逢

際
會
、忝
申
名
質
。」（『
全
梁
文
』卷
五
九
）。

●
凡
聖
‥
凡
人
と
聖
人
。下
の「
因
機
」の
注
を
参
照
。

●
積
感
‥
修
養
の
一
つ
の
行
為
と
し
て
、感
覚
を
研
ぎ
澄
ま
す
、と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
。『
雲

笈
七
籖
』卷
四
四・存
思「
鎭
神
養
生
内
思
飛
仙
上
法
」「
萬
精
化
生
、皆
由
於
神
。神
鎭
則
生
、
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神
逝
則
亡
。勤
心
積
感
、則
能
擧
人
身
形
、上
升
玄
宮
。求
仙
之
道
、不
知
形
神
内
名
、又
不
知

塡
死
戸
、長
生
豈
可
冀
乎
。」。『
同
』卷
四
八・秘
要
訣
法「
帝
君
明
燈
内
觀
求
仙
上
法
」「
燈

火
映
太
眞
、明
光
徹
玄
虛
。披
朗
無
上
道
、心
注
玉
帝
廬
。洞
達
空
洞
内
、神
睹
形
自
舒
。積

感
致
靈
降
、心
恬
理
潛
居
。朝
禮
太
帝
堂
、夕
誦
金
眞
書
。逍
遙
玄
都
裏
、萬
歲
返
嬰
孩
。」

●
通
‥「
道
」に
通
達
す
る
こ
と
、不
可
知
な
真
理（
道
）と
合
一
し
て
い
る
、と
い
う
意
味
で
あ
ろ

う
。『
老
子
』顯
德（
第
十
五
章
）「
古
之
善
爲
士
者
、微
妙
玄
通（
１
）、深
不
可
識（
２
）。」河
上

公
注（
１
）「
玄
、天
也
。言
其
志
節
玄
妙
、精
與
天
通
也
。」（
２
）「
道
德
深
遠
、不
可
識
知
、内

視
若
盲
、反
聽
若
聾
、莫
知
所
長
。」。「
通
」を「
通
達
」と
訳
し
た
の
は
、「「
玄
通
」は
楚
簡
と

帛
書
乙
本
に
は「
玄
達
」と
あ
る
が
、「
通
」「
達
」は
同
じ
意
味
で
、あ
ら
ゆ
る
事
に
通
じ
て
い
る

こ
と
。」（
蜂
屋
邦
夫『
老
子
』、岩
波
書
店
、二
〇
〇
八
年
）を
参
考
に
し
た
。

●
不
棄
物
‥
何
物
も
棄
て
な
い
。『
老
子
』第
二
七
章「
善
行
無
轍
迹
。善
言
無
瑕
讁
。善
數
不
用

籌
策
。善
閉
無
關
楗
而
不
可
開
、善
結
無
繩
約
而
不
可
解
。是
以
聖
人
常
善
救
人
、故
無
棄

人
。常
善
救
物
、故
無
棄
物
。是
謂
襲
明
。」。小
川『
老
子
』は「
何
人
を
も
み
す
て
な
い
」「
何

物
を
も
み
す
て
な
い
」と
訳
す
。

●
因
機
‥「
機
」は
、物
事
の
変
化
が
起
こ
る
と
こ
ろ
。ま
た
変
化
の
き
ざ
し
。宮
川
尚
志「
陰
符

經
の
一
考
察
」（『
東
方
宗
教
』六
三
、一
九
八
四
年
）は
、「
機
」は
、張
果
が
注
を
施
し
た『
陰
符

經
』に
お
い
て
は
中
心
的
な
概
念
で
あ
る
と
し
、ま
た
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
宇
宙
の
現
象
は
い

か
に
微
視
的
に
見
て
も
は
て
し
な
い
連
續
で
あ
る
が
、そ
の
極
微
の
隙
間
に
飛
躍
が
あ
る
。一
物

は
他
物
へ
相
生
す
る
が
そ
の
相
生
の
連
續
面
と
相
卽
し
て
相
勝
の
非
連
續
面
が
あ
る
。／
し
か

し
い
つ
い
か
な
る
時
に
そ
の
非
連
續
的
飛
躍
が
可
能
で
あ
る
か
。そ
れ
を
能
く
察
知
す
る
の
が

聖
人
で
あ
り
、…
…
良
い
結
果
を
来
た
す
が
、そ
れ
は
凡
人
に
は
判
ら
な
い
。」（
傍
線
‥
川
口
）。

ま
た
銭
鍾
書『
管
錐
編　

第
一
冊
』（
中
華
書
局
、一
九
七
八
年
）一
九「
繫
辭（
三
）知
幾
」を

参
照
。そ
こ
に
引
か
れ
る『
易
經
』繫
辭
下「
子
曰
、知
幾
其
神
乎
。…
…
幾
者
動
之
微
、吉
之

先
見
者
也
。君
子
見
幾
而
作
。不
俟
終
日
。」の
正
義「
幾
是
離
无
入
有
、在
有
无
之
際
。」が
、

「
機
」を
的
確
に
捉
え
て
お
り
、ま
た
宮
川
氏
の「
極
微
の
隙
間
」「
非
連
續
面
」を
説
明
し
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。ま
た
、『
列
子
』天
瑞「
萬
物
皆
出
於
機
、皆
入
於
機
。」張
湛
注「
機
者
、

羣
有
之
始
、動
之
所
宗
。故
出
無
入
有
、散
有
反
無
、靡
不
由
之
也
。」。『
莊
子
』至
樂「
萬
物

皆
出
於
機
、皆
入
於
機
。」成
玄
英
疏「
機
者
、發
動
、所
謂
造
化
也
。」

　

ま
た
、次
の「
黃
帝
陰
符
注
序
」の「
機
」「
天
機
」の
注
を
参
照
。

●
設
教
‥（
民
衆
に
）教
化
を
施
す
。『
易
經
』觀「
觀
天
之
神
道
、而
四
時
不
忒
。聖
人
以
神
道
設

教
、而
天
下
服
矣
。」王
弼
注「
神
則
無
形
者
也
。不
見
天
之
使
四
時
、而
四
時
不
忒
。不
見
聖

人
使
百
姓
而
百
姓
自
服
也
。」。三
浦
國
雄『
増
訂
易
経
』（
東
洋
書
院
、二
〇
〇
八
年
）は「
以

神
道
設
教
」に「
天
が
四
季
を
そ
う
あ
ら
し
め
る
と
こ
ろ
は
見
え
な
い
が
、四
季
の
め
ぐ
り
は
過

た
ず
、聖
人
が
人
民
を
そ
う
さ
せ
る
手
並
み
は
見
え
な
い
が
、人
民
は
聖
人
に
心
服
す
る
。こ
の

よ
う
に
形
の
な
い
、目
に
見
え
ぬ
は
た
ら
き
が「
神し

ん

」（
王
弼
）。」と
注
釈
す
る
。

●
教
緒
‥
常
套
の
語
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。教
化
の
事
業
の
意
味
か
。

●
弥
綸
‥
縫
い
合
わ
せ
て
引
っ
張
る
。す
っ
ぽ
り
と
包
み
込
む
。『
易
經
』繫
辭
上「
易
與
天
地

準
。故
能
彌
綸
天
地
之
道
。」孔
穎
達
疏「
彌
謂
彌
縫
補
合
。綸
謂
經
綸
牽
引
。能
補
合
牽
引

天
地
之
道
、用
此
易
道
也
。」。本
田
濟『
易（
下
）』（
朝
日
新
聞
社
、一
九
七
八
年
。以
下
、本
田

『
易
』）「
準
は
符
号
、弥
は
糊
で
封
を
す
る（『
語
類
』七
四
）、綸
は
太
い
糸
の
意
味
か
ら
条
理

の
意
味
に
な
る
。…
…
易
は
、天
地
の
道
を
、す
っ
ぽ
り
と
糊
で
封
を
し
た
よ
う
に
、継
ぎ
目
も

見
せ
ず
包
み
込
む
こ
と
が
で
き
、し
か
も
天
地
の
道
を
も
って
易
の
な
か
の
万
変
の
条
理
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
。」

●
窮
数
‥「
数
」は
、理
数
、理
法
。物
事
の
道
理
。こ
こ
は
数
を
数
え
尽
く
す
と
い
う
意
味
も
あ

ろ
う
。『
藝
文
類
聚
』卷
七
三・雜
器
物
部・盤「
魏
毌
丘
儉
承
露
盤
賦
曰
、…
…
若
乃
肇
制
模

鎔
、應
變
入
神
、窮
數
極
理
、究
盡
物
倫
。」

●
容
‥
〜
で
あ
り
う
る
。

●
一
応
‥
す
べ
て
の
。玄
宗「
南
郊
推
恩
制
」「
宜
與
隱
太
子
及
懿
德
太
子
列
次
諸
室
、擇
揀
一

寬
處
同
爲
廟
。一
應
祭
祀
及
樂
饌
等
、並
令
官
供
、每
差
祭
官
、宜
依
常
式
。」（『
全
唐
文
』卷

二
五
）

●
迹（
跡
）‥
足
跡
。功
業
。功
績
。「
棄
物
」の
注
を
参
照
。『
老
子
』第
二
七
章「
善
行
無
轍
迹
。

…
…
」王
弼
注「
順
自
然
而
行
、不
造
不
施
、故
物
得
至
、而
無
轍
迹
也
。」

●
極
妙
‥『
莊
子
』秋
水「
且
夫
知
不
知
論
極
妙
之
言
而
自
適
一
時
之
利
者
、是
非
埳
井
之
鼃

與
。」。福
永・興
膳『
老
子・荘
子
』は
、「
精
妙
至
極
の
」と
訳
す
。池
田
知
久『
荘
子（
上
）』（
講

談
社
、二
〇
一
四
年
。以
下
、池
田『
荘
子
』）は「
根
源
的
で
霊
妙
な
」と
訳
す
。

●
妙
‥
隠
さ
れ
た
本
質（
小
川『
老
子
』）。奥
深
く
微
か
な
こ
と（
福
永・興
膳『
老
子・荘
子
』）。

『
老
子
』第
一
章「
故
常
無
欲
、以
觀
其
妙
、常
有
欲
、以
觀
其
徼
。」王
弼
注「
妙
者
、微
之
極

也
。萬
物
始
於
微
而
後
成
、始
於
無
而
後
生
。故
常
無
欲
空
虛
、可
以
觀
其
始
物
之
妙
。」

●
環
中
‥
ま
る
い
穴
の
中
心
。『
莊
子
』齊
物
論「
彼
是
莫
得
其
偶
、謂
之
道
樞
。樞
始
得
其
環
中
、

以
應
無
窮
。是
亦
一
無
窮
、非
亦
一
無
窮
也
。」郭
象
注「
夫
是
非
反
覆
、相
尋
無
窮
、故
謂
之

環
。環
中
、空
矣
。今
以
是
非
爲
環
而
得
其
中
者
、無
是
無
非
也
。無
是
無
非
、故
能
應
夫
是

非
。是
非
無
窮
、故
應
亦
無
窮
。」
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●
円
通
‥
す
べ
て
に
通
ず
る
。『
藝
文
類
聚
』卷
三
八・禮
部
上・釋
奠「
晉
庾
亮
釋
奠
祭
孔
子
文

曰
、…
…
公
以
玄
聖
之
靈
、應
感
圓
通
、萬
物
我
賴
、匪
我
求
蒙
。」

●
物
化
‥
も
の
が
変
化
す
る
こ
と
。『
莊
子
』齊
物
論「
昔
者
莊
周
夢
爲
胡
蝶
、栩
栩
然
胡
蝶
也
。

自
喩
適
志
與
。不
知
周
也
。俄
然
覺
、則
蘧
蘧
然
周
也
。不
知
周
之
夢
爲
胡
蝶
與
、胡
蝶
之
夢

爲
周
與
。周
與
胡
蝶
、則
必
有
分
矣
。此
之
謂
物
化
。」。池
田『
荘
子（
上
）』「
あ
る
物
が
他
の

物
へ
と
転
生
す
る
こ
と
」。福
永・興
膳『
荘
子
』「
万
物
の
変
化
」。

●
立
称
‥
称
号
を
定
め
る
。名
付
け
る
。

●
殊
能
‥
特
に
す
ぐ
れ
た
能
力
。

●
広
洽
‥
ひ
ろ
く
あ
ま
ね
く
ゆ
き
わ
た
る
。

●
全
任
‥『
文
心
雕
龍
』書
記「
觀
此
衆
條
、並
書
記
所
總
。或
事
本
相
通
、而
文
意
各
異
、或

全
任
質
素
、或
雜
用
文
綺
。」。傍
線
部
を
興
膳
宏
ほ
か『
陶
淵
明・文
心
雕
龍
』（
筑
摩
書
房
、

一
九
八
六
年
）で
は「
あ
る
も
の
は
質
素
さ
を
万
能
と
す
る
し
」と
訳
す
。

●
無
功
‥
功
績
が
な
い
。手
柄
が
な
い
。『
莊
子
』逍
遙
遊「
故
曰
、至
人
無
己
、神
人
無
功
、聖
人

無
名
。」。福
永・興
膳『
老
子・荘
子
』の
注
釈
に「「
至
人
」は
、「
神
人
」「
聖
人
」と
と
も
に
荘

子
的
な
絶
対
者
。…
…「
無
己
」「
無
功
」「
無
名
」は
単
な
る
否
定
で
は
な
く
、一
切
の
人
間

的
な
も
の
の
否
定
を
媒
介
と
し
て
、真
に
人
間
的
な
も
の
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
荘
子
的
な
超
越
で
あ
る
。」と
あ
る
。

●
成
迹
可
目
。故
名
為
徳
‥「
目
」は
、目
に
見
え
る
。名
付
け
る
。「
徳
」の
古
字
は「
悳
」で
あ
り
、

こ
の
字
は「
直
」と「
心
」か
ら
な
る
。そ
し
て「
直
」は「
目
」と「
十
」と「
乚
」か
ら
な
る（『
角

川
新
字
源
改
訂
新
版
』（
二
〇
一
七
年
）に
よ
る
）。「
迹
」に
つ
い
て
は
上
記「
迹
」の
注
の『
老

子
』第
二
七
章「
善
行
無
轍
迹
。」を
、福
永・興
膳『
老
子
』は「
無
爲
に
し
て
善
く
行
く
者
は
轍

の
迹
を
残
さ
ず
」と
訳
す
。し
て
み
る
と
、「
無
功
」つ
ま
り
功
業
の
跡
を
残
さ
な
い
こ
と
が
至
高

で
あ
る
が
、そ
れ
で
も
足
跡
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
、そ
れ
が「
徳
」で
あ
る
、と
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
か
。

●
通
化
‥
物
事
の
変
化
に
通
ず
る
。こ
こ
は
、上
の「
円
通
」と「
物
化
」を
合
わ
せ
た
こ
と
ば
と
考

え
る
。『
三
國
志
』卷
二
九・魏
書
二
九・方
技
傳・管
輅
傳・裴
松
之
注「
輅
別
傳
云
、…
…
輅
卜
知

（
鍾
）毓
生
日
月
。毓
愕
然
曰
、聖
人
運
神
通
化
、連
屬
事
物
、何
聰
明
乃
爾
。」

●
彰
名
‥
常
套
の
語
彙
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。太
宗「
冊
晉
王
爲
皇
太
子
文
」「
非
履
道
無
以

彰
名
、非
任
賢
無
以
成
德
。爾
身
爲
善
、國
家
以
安
。爾
身
爲
惡
、天
下
以
殆
。」（『
全
唐
文
』

卷
九
）

●
会
旨
‥
主
旨
を
会
得
す
る
。『
陳
書
』卷
二
九・蔡
徵
列
傳「
隋
文
帝
聞
其
敏
贍
、召
見
顧
問
、

言
輒
會
旨
、然
纍
年
不
調
、久
之
、除
太
常
丞
。」

●
徳
就
全
任
標
称
‥
よ
く
わ
か
ら
な
い
。「
全
任
」は
、右
の「
全
任
」の
注
を
参
照
す
る
と「
万

能
」と
い
う
意
味
か
。「
標
称
」は
、標
榜（
目
に
つ
く
よ
う
に
示
す
）と
同
じ
意
味
か
。

●
泯
迹
‥
跡
を
絶
つ
。「
棄
物
」「
迹
」の
注
を
参
照
。『
文
中
子
』關
朗「
杜
淹
問
隱
。子
曰
、非
伏

其
身
而
不
見
也
。時
命
大
謬
則
隱
其
德
矣
。惟
有
道
者
能
之
。故
謂
之
退
藏
於
密
。杜
淹
曰
、

易
之
興
也
、天
下
其
可
疑
乎
。故
聖
人
得
以
隱
。子
曰
、顯
仁
藏
用
、中
古
之
事
也
。淹
曰
、敢

問
藏
之
之
説
。子
曰
、泯
其
迹
、悶
其
心
、可
以
神
會
、難
以
事
求
。斯
其
説
也
。」。ま
た『
莊

子
』天
運「
老
子
曰
、幸
矣
、子（
孔
子
）之
不
遇
治
世
之
君
也
。夫
六
經
、先
王
之
陳
迹
也
、豈

其
所
以
迹
哉
。今
子
之
所
言
、猶
迹
也
。夫
迹
、履
之
所
出
、而
迹
豈
履
哉
。」と
あ
り
、福
永・

興
膳『
老
子・荘
子
』は「「
迹
」そ
の
も
の
を
尊
重
す
る
の
で
は
な
く
、「
迹
」を
も
た
ら
し
た
作

用
こ
そ
が
尊
い
の
だ
と
す
る
考
え
方
を
示
し
て
い
る
。」と
注
釈
す
る
。

●
斯
二
‥
次
に
基
づ
く
措
辞
か
。『
孟
子
』離
婁
上「
孟
子
曰
、天
下
有
道
、小
德
役
大
德
、小
賢
役

大
賢
。天
下
無
道
、小
役
大
、弱
役
強
。斯
二
者
天
也
。順
天
者
存
、逆
天
者
亡
。」

●
兼
‥
と
も
に
。あ
わ
せ
て
。

●
宗
極
‥
究
極
の
原
理
。根
源
。『
藝
文
類
聚
』卷
七
八・靈
異
部
上・仙
道「
梁
沈
約
善
館
碑
曰
、

至
道
玄
妙
、無
迹
可
尋
。寄
言
立
稱
、已
乖
宗
極
。」

●
無
主
‥
こ
こ
は
、主
宰
者
が
い
な
い
、と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。劉
孝
標「
辯
命
論
」「
嘗
試
言
之

曰
、夫
通
生
萬
物
、則
謂
之
道
。生
而
無
主
、謂
之
自
然
。自
然
者
、物
見
其
然
、不
知
所
以
然
、

同
焉
皆
得
、不
知
所
以
得
。」李
善
注「
老
子
曰
、大
道
汜マ

マ

兮
、萬
物
得
之
以
生
而
不
辭
。功
成

而
不
有
。愛
養
萬
物
而
不
爲
之
主
。王
弼
曰
、萬
物
皆
得
道
而
生
。管
子
曰
、萬
物
以
生
、萬

物
以
成
、命
之
曰
道
。老
子
曰
、天
法
道
、道
法
自
然
。」（『
文
選
』卷
五
四
）。『
老
子
』第
三
四

章（
任
成
）「
大
道
氾
兮
、其
可
左
右
。萬
物
恃
之
而
生
而
不
辭
。功
成
不
名
有
。衣
養
萬
物
而

不
爲
主
。常
無
欲
可
名
於
小
。萬
物
歸
焉
而
不
爲
主
。可
名
爲
大
。以
其
終
不
自
爲
大
、故
能

成
其
大
。」王
弼
注「
萬
物
皆
由
道
而
生
、既
生
而
不
知
所
由
。故
天
下
常
無
欲
之
時
、萬
物

各
得
其
所
、若
道
無
施
於
物
、故
名
於
小
矣
。」河
上
公
注「
道
雖
愛
養
萬
物
、不
如
人
主
有

所
放
取
。」

●
将
欲
‥
〜
し
よ
う
と
思
う
。

●
元
源
‥
奥
深
い
根
源
。「
玄
源
」に
同
じ
。諡
号「
玄
宗
」を
避
け
た
。『
初
學
記
』卷
七・地
部

下・湖「
西
晉
楊
泉
五
湖
賦
…
…
其
辭
曰
、濬
矣
大
哉
、於
此
五
湖
。乃
天
地
之
玄
源
、陰
陽
之

所
徂
。」

●
弱
喪
‥
幼
く
し
て
故
郷
を
失
し
な
い
流
浪
す
る
。ま
た
そ
の
人
。『
莊
子
』齊
物
論「
予
惡
乎
知
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説
生
之
非
惑
邪
。予
惡
乎
知
惡
死
之
非
弱
喪
而
不
知
歸
者
邪
。」郭
象
注「
少
而
失
其
故
居
、

名
爲
弱
喪
。夫
弱
喪
者
、遂
安
於
所
在
而
不
知
歸
於
故
鄕
也
。」成
玄
英
疏「
弱
者
弱
齡
、喪

之
言
失
。謂
少
年
遭
亂
、喪
失
桑
梓
、遂
安
他
土
而
不
知
歸
、謂
之
弱
失
。」。福
永・興
膳『
老

子・荘
子
』は
こ
こ
を「
生
を
喜
ぶ
の
は
、も
し
か
し
た
ら
惑
い
な
の
か
も
知
れ
な
い
。死
を
憎
む

の
は
、も
し
か
し
た
ら
幼
時
に
故
郷
を
喪
失
し
た
人
が
帰
郷
を
忘
れ
た
よ
う
な
も
の
か
も
知

れ
な
い
。」と
訳
す
。江
淹「
雜
體
詩
三
十
首
」「
許
徵
君　

自
序　

詢
」「
遣
此
弱
喪
情
、資
神

任
獨
往
。」（『
文
選
』卷
三
一
）。六
人
注『
文
選
詩
篇（
六
）』（
岩
波
書
店
、二
〇
一
九
年
）で
は

「
弱
喪
情
」を「
生
への
こ
だ
わ
り
」「
生
への
執
着
、死
を
憎
む
気
持
ち
」と
訳
注
す
る
。

●
法
‥
法
則
。規
範
。『
老
子
』第
二
五
章（
象
元
）「
人
法
地
、地
法
天
、天
法
道
、道
法
自
然
。」王

弼
注「
法
、謂
法
則
也
。」河
上
公
注「
道
性
自
然
、無
所
法
也
。」

●
在
人
‥
人
間
の
間
に
存
在
す
る
。『
論
語
』子
張「
子
貢
曰
、文
武
之
道
、未
墜
於
地
、在
人
。」

●
首
題
‥
詩
文
の
冒
頭
。次
の
用
例
が
参
考
に
な
る
か
。歐
陽
脩『
集
古
錄
跋
尾
』（
卷
三
）「
後

漢
冀
州
從
事
張
表
碑
」「
右
漢
冀
州
從
事
張
表
碑
。云
君
諱
裘
、字
元
異
。其
碑
首
題
云（
其

の
碑
首
に
題
し
て
云
う
）、漢
故
冀
州
從
事
張
君
碑
、而
文
爲
韻
語
。」（『
歐
陽
文
忠
公
集
』卷

一
三
六
）

●
芸
芸
‥
草
木
の
葉
が
茂
り
、花
を
つ
け
る
さ
ま
。多
い
さ
ま
。『
老
子
』歸
根（
第
十
六
章
）「
至

虛
極
、守
靜
篤
。萬
物
並
作
、吾
以
觀
其
復
。夫
物
芸
芸
、各
復
歸
其
根
。」河
上
公
注「
芸

芸
者
、華
葉
盛
。」。『
莊
子
』在
宥「
鴻
蒙
曰
、…
…
萬
物
云
云
、各
復
其
根
、各
復
其
根
而
不

知
。」成
玄
英
疏「
云
云
、衆
多
也
。衆
多
往
來
、生
滅
不
離
自
然
、歸
根
明
矣
。豈
得
用
知
然

後
復
根
矣
哉
。」

●
華
競
‥
華
美
を
競
う
こ
と
。『
晉
書
』卷
三
六・衞
瓘
列
傳「
與
太
尉（
王
）亮
等
上
疏
曰
、…
…

人
知
善
否
之
教
、不
在
交
遊
、卽
華
競
自
息
、各
求
於
己
矣
。」

●
至
人
‥
超
越
的
境
地
に
到
達
し
た
人
。超
人
。「
無
功
」の
注
を
参
照
。『
莊
子
』齊
物
論「
至

人
神
矣
。大
澤
焚
而
不
能
熱
、河
漢
沍
而
不
能
寒
、疾
雷
破
山
、飄
風
振
海
而
不
能
驚
。」

●
懸
解
‥「
縣（
県
）解
」と
も
。『
莊
子
』養
生
主「
老
聃
死
、秦
失
弔
之
、三
號
而
出
。…
…（
秦

失
）曰
、…
…
適
來
、夫
子
時
也
。適
去
、夫
子
順
也
。安
時
而
處
順
、哀
樂
不
能
入
也
、古
者

謂
是
帝
之
縣
解
。」郭
象
注「
以
有
係
者
爲
縣
、則
無
係
者
縣
解
也
。縣
解
而
性
命
之
情
得

矣
。此
養
生
之
要
也
。」成
玄
英
疏「
帝
者
、天
也
。爲
生
死
所
係
者
爲
縣
、則
無
死
無
生
者
縣

解
也
。夫
死
生
不
能
係
、憂
樂
不
能
入
者
、而
遠
古
聖
人
謂
是
天
然
之
解
脱
也
。且
老
君
大
聖
、

冥
一
死
生
、豈
復
逃
遁
天
刑
、馳
騖
憂
樂
。」。福
永・興
膳『
老
子・荘
子
』は「
文
字
通
り
に
は

逆
さ
吊
り
を
解
か
れ
る
こ
と
。人
間
が
自
己
を
外
か
ら
支
配
す
る
一
切
も
の
か
ら
解
放
さ
れ

て
、自
由
な
境
地
に
立
つ
こ
と
を
い
う
。」と
注
す
る
。

●
返
本
‥
本
来
の
あ
り
方
に
か
え
る
。

●
無
為
‥
何
事
も
し
な
い
。自
然
の
ま
ま
で
作
為
や
人
工
を
加
え
な
い
。『
老
子
』第
三
七
章（
爲

政
）「
道
常
無
爲（
１
）、而
無
不
爲（
２
）。」王
弼
注（
１
）「
順
自
然
也
。」（
２
）「
萬
物
無
不
由

爲
、以
治
以
成
之
也
。」河
上
公
注「
道
以
無
爲
爲
常
也
。」

●
泊
然
‥「
未
兆
」の
注
の『
老
子
』第
二
十
章
の「
泊
兮
」に
同
じ
。ひ
っ
そ
り
と
し
て
い
る（
福
永・

興
膳『
老
子・荘
子
』）。身
じ
ろ
ぎ
ひ
と
つ
し
な
い（
小
川『
老
子
』）。嵆
康『
養
生
論
』「
故
脩
性

以
保
神
、安
心
以
全
身
、愛
憎
不
棲
於
情
、憂
喜
不
留
於
意
、泊
然
無
感
、而
體
氣
和
平
。」李

善
注「
老
子
曰
、我
獨
泊
然
而
未
兆
。說
文
曰
、泊
、無
爲
也
。」（『
文
選
』卷
五
三
）

●
応
迹
‥
参
考
ま
で
に
、『
新
版
禅
学
大
辞
典
』（
大
修
館
書
店
、一
九
八
五
年
）に「
お
う
し
ゃ
く

　

應
迹　

応
化
の
行
迹
。諸
佛
に
よ
る
衆
生
教
化
の
は
た
ら
き
を
い
う
。」と
あ
る
。

●
嗣
興
‥
前
者
を
引
き
継
い
で
興
起
す
る
。『
書
經
』周
書・洪
範「
箕
子
乃
言
曰
、我
聞
在
昔
、

鯀
陻
洪
水
、汨
陳
其
五
行
。帝
乃
震
怒
、不
畀
洪
範
九
疇
、彝
倫
攸
斁
。鯀
則
殛
死
、禹
乃
嗣

興
。」孔
安
國
注「
放
鯀
至
死
不
赦
。嗣
、繼
也
。廢
父
、興
子
。堯
舜
之
道
。」 

●
子
‥
男
子
に
対
す
る
敬
称
。先
生
。こ
こ
で
は「
応
迹
嗣
興
」と
の
関
連
で
、人
間
の
生
命
の
連

続
と
し
て
の
子
供
、子
孫
と
い
う
意
味
も
含
ま
れ
て
い
よ
う
。

●
妙
成
‥「
成
妙
」と
い
う
語
彙
で
次
の
用
例
が
あ
っ
た
。『
雲
笈
七
籤
』卷
五
七・諸
家
氣
法「
服

氣
精
義
論
幷
序　

天
臺
白
雲
撰
」五
牙
論
第
一「
夫
形
之
所
全
者
、本
於
臟
肺
也
。神
之
所

安
者
、質
於
精
氣
也
。雖
稟
形
於
五
神
、已
具
其
象
、而
體
衰
氣
耗
、乃
致
凋
敗
。故
須
納
雲
牙

而
漑
液
、吸
霞
景
以
孕
靈
、榮
衞
保
其
純
和
、容
貌
駐
其
朽
謝
。加
以
久
習
成
妙
、積
感
通
神
、

與
五
老
而
齊
升
、並
九
眞
而
列
位
。」

●
字
之
曰
道
‥「（
仮
に
）「
道
」と
い
う
字
を
つ
け
る
。」「
≪
之
に
字
し
て
≫
字
は
あ
る
人
の
実
名

が
タ
ブ
ー
で
直
接
呼
べ
な
い
場
合
、そ
の
代
用
と
な
る
よ
び
名
で
あ
る
。こ
こ
で
は
、真
の
名
に
次

ぐ
名
称
と
し
て
、の
意
で
あ
ろ
う
。」（
小
川『
老
子
』）。『
老
子
』象
元（
第
二
五
章
）「
有
物
混

成
、先
天
地
生
。寂
兮
寥
兮
、獨
立
不
改
、周
行
而
不
殆
。可
以
爲
天
下
母
。吾
不
知
其
名
。字

之
曰
道
。強
爲
之
名
曰
大
。」河
上
公
注「
我
不
見
道
形
容
、不
知
當
何
以
名
之
。見
萬
物
皆

從
道
所
生
。故
字
之
曰
道
。」

●
虚
凝
‥「
沖
虛
凝
遠
」と
同
義
と
考
え
ら
れ
る
。『
隋
書
』卷
三
五・經
籍
志
四・道
經「
道
經
者
、

云
有
元
始
天
尊
、生
於
太
元
之
先
、禀
自
然
之
氣
、沖
虛
凝
遠
、莫
知
其
極
。」。興
膳
宏・川
合

康
三『
隋
書
経
籍
志
詳
攷
』（
汲
古
書
院
、一
九
九
五
年
）は「
虚
無
且
つ
深
遠
」と
訳
す
。梁
武

帝・蕭
衍「
上
雲
樂
七
曲
」「
方
丈
曲
」「
金
書
發
幽
會
、碧
簡
吐
玄
門
。至
道
虛
凝
、冥
然
共
所
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遵
。」（『
梁
詩
』卷
一
）。

●
軌
訓
‥
規
範
法
則
。

●
其
名
不
去
‥『
老
子
』虛
心（
第
二
一
章
）「
孔
德
之
容
、惟
道
是
從
。…
…
自
今
及
古
、其
名

不
去
。」河
上
公
注「
自
、從
也
。自
古
至
今
、道
常
在
不
去
。」。小
川『
老
子
』は「（「
道
」の
）

そ
の
名
が
ど
こ
か
へ
行
って
し
ま
う
こ
と
は
な
か
っ
た
」と
訳
す
。

●
号
‥
上
記
の「
字
之
」か
ら
考
え
る
と
、こ
の「
号
」は
、本
名
や
字
以
外
の
呼
び
名
と
し
て
の
号

で
あ
ろ
う
。

●
経
‥
常
に
変
わ
ら
な
い
道
理
や
規
範
を
記
し
た
書
物
。経
典
。こ
こ
は『
老
子
道
徳
経
』。

●
建
言
‥『
老
子
』第
四
一
章（
同
異
）「
故
建
言
有
之
、明
道
若
昧
、進
道
若
退
。夷
道
若
纇
。

…
…
大
方
無
隅
、大
器
晚
成
。大
音
希
聲
、大
象
無
形
。」王
弼
注「
建
、猶
立
也
。」河
上
公
注

「
建
、設
也
。設
言
以
有
道
、當
如
下
句
。」。小
川『
老
子
』は「
建
言
は
永
久
に
記
憶
さ
れ
る
べ

き
こ
と
ば
の
意
。」、福
永・興
膳『
老
子・荘
子
』は「
道
に
本
づ
い
て
確し

つ
かり

と
打
ち
立
て
ら
れ
た

言
葉
。」と
釈
す
。

●
為
首
‥
頭
と
す
る
。『
莊
子
』大
宗
師「
子
祀
、子
輿
、子
犁
、子
來
、四
人
相
與
語
曰
、孰
能
以

無
爲
首
、以
生
為
脊
、以
死
為
尻
、孰
知
死
生
存
亡
之
一
體
者
、吾
與
之
友
矣
。」

（
十
一
）「
黃
帝
陰
符
注
序
」

【
原
文
】

陰
符
自
黃
帝
有
之
。蓋
聖
人
體
天
用
道
之
機
也
。經
曰
、得
機
者
萬
變
而
愈
盛
、以
至
於
王
。

失
機
者
萬
變
而
愈
衰
、以
至
於
亡
。厥
後
伊
呂
得
其
末
分
、猶
足
以
拯
生
靈
。况
聖
人
乎
。其
文

簡
、其
義
元
。凡
有
先
聖
數
家
注
解
。互
相
隱
顯
、後
學
難
精
。雖
有
所
主
者
、若
登
天
無
階
耳
。

近
代
李
筌
、假
託
妖
巫
、妄
爲
注
述
。徒
參
人
事
、殊
紊
至
源
。不
慚
窺
管
之
微
、輒
呈
酌
海
之

見
。使
小
人
竊
窺
、自
謂
得
天
機
也
。悲
哉
。

臣
固
愚
昧
、嘗
謂
不
然
。朝
願
聞
道
、夕
死
無
悔
。偶
於
道
經
藏
中
得
陰
符
傳
。不
知
何
代
人

製
。詞
理
元
邈
、如
契
自
然
。臣
遂
編
之
、附
而
入
注
。冀
將
來
之
君
子
不
失
道
旨
矣
。

【
書
き
下
し
文
】

陰
符
は
黄
帝
自よ

り
之こ

れ
有
り
。蓋
し
聖
人
は
体
天
用
道
の
機
な
り
。経
に
曰
く
、機
を
得
る
者

は
万
変
し
て
愈い

よ
い
よ
盛
ん
に
、以
て
王
た
る
に
至
る
。機
を
失
う
者
は
万
変
し
て
愈
い
よ
衰
え
、以

て
亡
ぶ
る
に
至
る
。厥そ

の
後　

伊
呂　

其そ

の
末
分
を
得
て
、猶
お
以
て
生
霊
を
拯す
く

う
に
足
る
。况
ん

や
聖
人
を
や
。其そ

の
文
は
簡
に
し
て
、其そ

の
義
は
元
な
り
。凡
そ
先
聖
数
家
の
注
解
有
り
。互
い
に

相あ

い
隠
顕
し
、後
学
は
精く
わ

し
く
し
難
し
。主
と
す
る
所
の
者
有
り
と
雖
も
、天
に
登
る
に
階
無
き
が

若
き
の
み
。

近
代
の
李
筌
、妖
巫
に
仮
託
し
、妄
り
に
注
述
を
為
す
。徒

い
た
づ
らに

人
事
に
参あ
ず
かり

、殊こ
と

に
至
源
を
紊み
だ

す
。

窺
管
の
微
を
慚は

じ
ず
、輒
ち
酌
海
の
見
を
呈
す
。小
人
を
し
て
竊せ
つ

窺き

せ
し
め
ば
、自み
ず
から

天
機
を
得

た
り
と
謂お

も

う
な
り
。悲
し
き
か
な
。

臣
は
固
よ
り
愚
昧
な
れ
ど
も
、嘗つ

ね
に
然し
か

ら
ず
と
謂お
も

う
。朝
に
道
を
聞
く
を
願
い
、夕
べ
に
死
す
と

も
悔
い
無
し
。偶た

ま

た
ま
道
経
の
蔵
中
に
陰
符
伝
を
得
た
り
。何い
ず

れ
の
代よ

の
人
の
製つ
く

る
か
を
知
ら
ず
。

詞
理
は
元
邈
に
し
て
、自
然
に
契あ

う
が
如
し
。臣　

遂
に
之こ

れ
を
編
み
、附
し
て
注
を
入
る
。冀
わ

く
は
将
来
の
君
子
の
道
旨
を
失
わ
ざ
ら
ん
こ
と
を
。 

【
大
意
】

『
陰
符
』は
黄
帝
の
時
代
か
ら
存
在
し
て
い
ま
す
。考
え
ま
す
に
、聖
人
と
は
天
を
具
象
化
し
道

を
運
用
す
る「
機（
変
化
の
き
ざ
し
）」を
理
解
し
た
人
物
で
す
。経
に
は
こ
う
あ
り
ま
す
。「「
機
」

を
得
れ
ば
、千
変
万
化
す
る
に
し
た
が
っ
て
盛
大
に
な
り
、そ
し
て
王
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
機
」を
失
え
ば
、千
変
万
化
の
う
ち
に
衰
亡
し
、そ
し
て
最
後
に
は
滅
亡
し
て
し
ま
う
。」そ
の

後
、伊
尹
と
呂
尚
が『
陰
符
』の
奥
義
の
末
端
だ
け
を
得
ま
し
た
が
、そ
れ
で
も
な
お
民
衆
を
救
う

の
に
は
十
分
で
あ
り
ま
し
た
。ま
し
て
そ
れ
が
聖
人
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、な
お
さ
ら
す
ば
ら
し
か
っ

た
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。『
陰
符
』の
文
章
は
簡
潔
で
あ
り
、そ
の
意
味
は
根
元
的
で
す
。昔
の

聖
人
お
お
よ
そ
数
家
に
よ
る
注
解
が
存
在
し
て
お
り
ま
す
。そ
れ
ら
の
注
解
は
そ
れ
ぞ
れ
に
隠
微

で
あ
る
部
分
が
あ
っ
た
り
、明
確
で
あ
る
箇
所
が
あ
っ
た
り
し
、後
進
の
学
徒
に
は
精
密
に
読
み
解

く
こ
と
が
難
し
い
も
の
で
す
。依
拠
す
る
学
術
的
な
根
幹
が
あ
っ
た
と
し
ま
し
て
も
、天
に
昇
る
の

に
階
段
が
な
い（
雲
を
つ
か
む
）よ
う
な
も
の
な
の
で
す
。

近
頃
、李
筌
と
い
う
者
が
、あ
や
し
い
巫
女
に
教
わ
っ
た
と
見
せ
か
け
て
、い
ん
ち
き
な
注
釈
を
施

ま
し
た
。そ
れ
は
、無
駄
に
人
間
世
界
の
諸
事
象
に
関
与
し
、窮
極
の
根
元
に
つ
い
て
の
論
理
が
破

綻
し
た
も
の
で
す
。管
を
覗
い
て
天
を
見
る
よ
う
な
ち
っ
ぽ
け
な
見
識
を
恥
と
も
せ
ず
、い
た
る
と

こ
ろ
、ひ
ょ
う
た
ん
の
容
器
で
海
水
を
汲
ん
で
海
の
大
き
さ
を
測
る
よ
う
な
無
意
味
な
見
解
を
示

し
て
い
ま
す
。こ
の
注
釈
を
学
問
の
な
い
輩
が
斜
め
読
み
し
ま
し
た
な
ら
ば
、「
天
賦
の
機
」を
得
た

と
思
い
込
ん
で
し
ま
う
は
ず
で
す
。悲
し
い
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

臣
わ
た
く
しは

生
ま
れ
つ
き
愚
昧
で
は
あ
り
ま
す
が
、つ
ね
日
ご
ろ
、そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
って
は
な
ら
な

い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。朝
に
道
徳
的
な
世
界
の
出
現
を
聞
く
こ
と
を
願
い
、そ
れ
が
実
現
し
た

な
ら
ば
、そ
の
日
の
晩
に
死
ん
で
も
悔
い
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。こ
の
た
び
思
い
が
け
な
く
も
、道
蔵
に

お
い
て『
陰
符
』の
伝（
注
釈
）を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。い
つ
の
世
の
人
の
手
に
な
る
の
か

は
わ
か
り
ま
せ
ん
。そ
の
言
葉
と
道
理
は
、根
元
的
で
超
越
的
で
あ
り
、「
自
然
」に
ぴ
っ
た
り
と
符
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合
し
て
い
ま
す
。臣
わ
た
く
しは

そ
こ
で
こ
の
伝
を
編
纂
し
、自
ら
の
注
釈
を
附
加
し
ま
し
た
。将
来
の
君
子

が「
道
」の
要
締
を
誤
解
し
な
い
こ
と
を
ひ
た
す
ら
願
う
ば
か
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。

【
注
釈
】

●
黄
帝
陰
符（
経
）‥『
中
国
文
化
大
事
典
』「
陰
符
経
」（
麥
谷
邦
夫
執
筆
）「
道
教
の
経
典
。『
黄

帝
陰
符
経
』の
簡
称
。ま
た
，『
天
機
経
』と
も
い
う
。１
巻
。本
経
の
作
者
や
成
立
年
代
に
つ
い

て
は
諸
説
あ
っ
て
は
っ
き
り
し
な
い
が
，唐
初
の
褚
遂
良
に『
陰
符
経
』の
写
本
が
あ
っ
た
と
伝
え

ら
れ
る
こ
と（『
攻
媿
集
』），『
芸
文
類
聚
』巻
８
８
に『
陰
符
経
』の
引
文
が
あ
る
こ
と
な
ど
か

ら
，唐
以
前
の
古
籍
と
考
え
ら
れ
る
。現
行
の『
陰
符
経
』の
テ
キ
ス
ト
は
，唐
の
張
果
が
当
時
の

道
蔵
か
ら
発
見
し
た『
陰
符
経
太
无
伝
』に
基
づ
い
て
注
を
付
し
た
テ
キ
ス
ト
と
，北
朝
北
魏
の

寇
謙
之
が
名
山
に
蔵
し
た
も
の
を
た
ま
た
ま
唐
の
李
筌
が
嵩
山
の
石
室
で
発
見
し
，驪
母
と

い
う
女
仙
に
秘
儀
を
教
授
さ
れ
て
注
を
付
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
テ
キ
ス
ト
と
の
２
系
統
に
大

別
さ
れ
る
。李
筌
本
は
字
数
３
０
０
で
３
章
に
分
け
ら
れ
，張
果
本
は
３
０
０
字
の
後
に
さ
ら
に

１
０
０
余
字
を
有
す
る
が
章
を
分
け
な
い
。本
書
の
説
く
と
こ
ろ
の
大
要
は
，天
地
の
運
行
や
陰

陽
の
変
化
と
人
間
世
界
の
諸
事
象
の
間
は「
相
生
相
盗
」の
関
係
に
あ
る
。し
た
が
っ
て
，聖
人

は
天
の
道
を
観
察
し
て
天
の
行
を
執
り
，天
と
人
と
の
暗
合
の
機
微（
天
機
）を
掌
握
し
て
，そ
の

行
動
を
天
の
道
に
合
致
さ
せ
，両
者
の
は
た
ら
き
を
十
全
に
発
揮
さ
せ
れ
ば
，国
の
政
治
も
一

身
の
養
生
も
よ
ろ
し
き
を
得
て
，あ
ら
ゆ
る
変
化・事
象
の
基
が
定
ま
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。」

（
傍
線
‥
川
口
）

　
『
陰
符
經
』の
注
釈
に
つ
い
て
は
、「
道
蔵
の
洞
真
部
玉
訣
類
に
は
、二
〇
種
類
の
註
が
収
め
ら
れ

て
い
る
。」（
松
本
浩
一「
陰
符
経
の
諸
註
に
つ
い
て
の
諸
問
題
」、『
ア
ジ
ア
諸
民
族
に
お
け
る
社

会
と
文
化
︱
岡
本
敬
二
先
生
退
官
記
念
論
集
︱
』、国
書
刊
行
会
、一
九
八
四
年
）参
照
。

　

ま
た『
陰
符
經
』に
つ
い
て
の
論
著
と
し
て
、佐
藤
仁「
陰
符
経
を
読
む
」（
九
州
大
学
文
学

部『
哲
学
年
報
』二
二
、一
九
六
〇
年
）、宮
川
尚
志「
陰
符
経
の
一
考
察
」（『
東
方
宗
教
』

六
三
、一
九
八
四
年
）、宮
川
尚
志「
陰
符
経
研
究
序
説
」（『
牧
尾
良
海
博
士
頌
寿
記
念
論
集

　

中
国
の
宗
教・思
想
と
科
学
』、国
書
刊
行
会
、一
九
八
四
年
）、末
木
恭
彦「
陰
符
経
考
異
の

思
想
」（『
日
本
中
国
学
会
報
』三
六
、一
九
八
四
年
）、森
由
利
亜「
相
克
す
る
宇
宙
の
理
法
を

盗
む『
陰
符
経
』」（『
道
教
の
経
典
を
読
む
』、大
修
館
書
店
、二
〇
〇
一
年
）、山
田
俊「
宋
代

に
お
け
る『
陰
符
経
』の
受
容
に
つい
て
」（『
東
方
宗
教
』一
二
三
、二
〇
一
四
年
）な
ど
が
あ
る
。

●
体
天
‥
天
を
具
象
化
す
る
。『
易
經
』繫
辭
下「
子
曰
、乾
坤
其
易
之
門
邪
。乾
、陽
物
也
。坤
、

陰
物
也
。陰
陽
合
德
、而
剛
柔
有
體
。以
體
天
地
之
撰
、以
通
神
明
之
德
。」。本
田『
易（
下
）』

は
、傍
線
部
を「
天
地
の
つ
く
り
な
し
た
も
の
を
具
象
化
し
」と
訳
す
。班
固「
西
都
賦
」「
其
宮

室
也
、體
象
乎
天
地
、經
緯
乎
陰
陽
。據
坤
靈
之
正
位
、倣
太
紫
之
圓
方
。」李
善
注「
七
略
曰
、

王
者
師
天
地
、體
天
而
行
。是
以
明
堂
之
制
、内
有
太
室
、象
紫
微
宮
。南
出
明
堂
、象
太
微
。」

（『
文
選
』卷
一
）

●
用
道
‥
道
を
運
用
す
る
。『
史
記
』卷
八
八・蒙
恬
列
傳「
用
道
治
者
不
殺
無
罪
、而
罰
不
加
於

無
辜
。」

●
機
‥「
道
體
論
序
」の「
因
機
」の
注
を
参
照
。

　

な
お
、前
掲
の
森「
相
克
す
る
宇
宙
の
理
法
を
盗
む『
陰
符
経
』」は
、「「
機
」と
は
、も
と
も
と

は
た
お
り
の
機
械
や
、石
弓
を
発
射
す
る
仕
掛
け
の
意
で
あ
る
が
、単
に
人
工
的
な
器
具
ば
か

り
で
な
く
、様
々
な
物
事
や
状
況
に
内
在
し
て
は
た
ら
く
潜
在
的
し
く
み
の
意
で
も
用
い
ら
れ

る
。」（
傍
線
‥
川
口
）と
述
べ
る
。後
出「
天
機
」の
注
に
引
い
た
池
田『
荘
子（
上
）』に
も「
赤

塚
忠
の「
生
命
を
営
む
仕
掛
け
」が
よ
い
。」（
傍
線
‥
川
口
）と
あ
る
。「
機
」を「
変
化
の
き
ざ

し
」で
は
な
く
、「
仕
掛
け
、仕
組
み
」と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
。待
考
。

●
経
曰
‥
経
文
は「
得
機
者
萬
變
而
愈
盛
、以
至
於
王
。失
機
者
萬
變
而
愈
衰
、以
至
於
亡
。」で

あ
ろ
う
が
、『
道
藏
』洞
眞
部・玉
訣
類
に
所
収
の
張
果
の
こ
の
序
を
付
す『
黃
帝
陰
符
經
註
』の

経
文
に
は
、こ
の
文
章
は
見
当
た
ら
な
い
。

●
万
変
‥
千
変
万
化
す
る
。『
黃
帝
陰
符
經
註
』「
天
人
合
發
、萬
變
定
基
。」「
傳
曰
、天
以
禍
福

之
機
運
於
上
、君
以
利
害
之
機
動
於
下
、故
有
德
者
萬
變
而
愈
盛
、以
至
於
王
。无
德
者
萬
化

而
愈
衰
、以
至
於
亡
。萬
變
定
基
、自
然
而
定
。」

●
以
至
於
亡
‥『
漢
書
』卷
二
四
上・食
貨
志
上「
莽
恥
爲
政
所
致
、乃
下
詔
曰
、予
遭
陽
九
之
阸
、

百
六
之
會
、枯
旱
霜
蝗
、饑
饉
荐
臻
、蠻
夷
猾
夏
、寇
賊
姦
軌
、百
姓
流
離
。予
甚
悼
之
、害
氣

將
究
矣
。歳
爲
此
言
、以
至
於
亡
。」

●
厥
後
‥
そ
の
の
ち
。『
書
經
』周
書・無
逸「
自
時
厥
後
立
王
、生
則
逸
、生
則
逸
。」

●
伊
呂
‥
殷
の
湯
王
を
補
弼
し
た
伊
尹
と
周
の
武
王
を
補
佐
し
た
太
公
望・呂
尚
。『
漢
書
』卷

二
三・刑
法
志「
凡
兵
、所
以
存
亡
繼
絕
、救
亂
除
害
也
。故
伊
呂
之
將
、子
孫
有
國
、與
商
周

並
。」

　

な
お
、『
道
藏
』洞
眞
部・玉
訣
類
に
は『
黃
帝
陰
符
經
集
註
』一
卷
が
収
め
ら
れ
、選
者
と
し
て

「
伊
尹
、太
公
、范
蠡
、鬼
谷
子
、張
良
、諸
葛
亮
、李
筌
」の
名
が
列
な
る
。

●
末
分
‥（
秋
に
な
って
生
え
替
わ
っ
た
細
い
毛
の
）先
の
分
か
れ
た
部
分
。班
固「
答
賓
戲
幷
序
」

「
若
乃
牙
曠
清
耳
於
管
絃
、離
婁
眇
目
於
毫
分
。」李
善
注「
項
岱
曰
、牙
、伯
牙
也
。曠
、師

曠
也
。…
…
毫
分
、秋
毫
之
末
分
也
。善
曰
…
…
離
婁
之
目
、察
秋
毫
之
末
於
百
歩
之
外
、可

謂
明
矣
。」（『
文
選
』卷
四
五
）
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●
生
霊
‥
い
の
ち
。民
衆
。陸
雲「
答
兄
平
原
詩
」「
存
愧
松
柏
、逝
慚
生
靈
。」（『
晉
詩
』卷
六
）

●
况
聖
人
乎
‥『
藝
文
類
聚
』卷
八・水
部
上・洛
水「
謝
承
後
漢
書
曰
、沛
國
陳
宣
。建
武
十
年
、

雒
水
出
。造
天
津
城
門
、或
欲
築
塞
之
。宣
諫
曰
、昔
王
尊
正
身
、金
堤
水
退
。况
聖
人
耶
。言

未
絕
而
水
去
。」

●
其
文
簡
‥
孔
穎
達「
易
正
義
序
」「
今
既
奉
勅
刪
定
。考
察
其
事
、必
以
仲
尼
爲
宗
。義
理
可

詮
。先
以
輔
嗣
爲
本
、去
其
華
而
取
其
實
。欲
使
信
而
有
徵
、其
文
簡
、其
理
約
。寡
而
制
衆
、

變
而
能
通
。」（『
全
唐
文
』卷
一
四
六
）

●
元
‥
根
元
。本
源
。

●
先
聖
数
家
注
解
‥「
先
聖
」は
、む
か
し
の
聖
人
。「
注
解
」は
、注
釈
。『
新
唐
書
』卷
五
九・藝

文
志
三・道
家
類
に『
集
注
陰
符
經
一
卷
』が
著
録
さ
れ
て
お
り
、選
者
と
し
て「
太
公
、范
蠡
、

鬼
谷
子
、張
良
、諸
葛
亮
、李
淳
風
、李
筌
、李
洽
、李
鑒
、李
銳
、楊
晟
。」を
列
ね
る
。ま
た「
伊

呂
」の
注
に
示
し
た
よ
う
に
、『
道
藏
』洞
眞
部・玉
訣
類
に
は『
黃
帝
陰
符
經
集
註
』一
卷
が
収

め
ら
れ
、選
者
と
し
て「
伊
尹
、太
公
、范
蠡
、鬼
谷
子
、張
良
、諸
葛
亮
、李
筌
」の
名
が
列
な
る
。

な
お『
陰
符
經
』の
諸
注
釈
に
つい
て
は
、前
掲
の
松
本「
陰
符
経
の
諸
註
に
つい
て
の
諸
問
題
」、

宮
川「
陰
符
経
研
究
序
説
」に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

●
隠
顕
‥
隠
れ
た
り
、顕
わ
に
な
っ
た
り
す
る
。こ
こ
は
、注
解
が
隠
微
で
あ
っ
た
り
、顕
著（
明
確
）

で
あ
っ
た
り
す
る
。『
文
心
雕
龍
』徵
聖「
夫
鑒
周
日
月
、妙
極
機
神
。文
成
規
矩
、思
合
符
契
。

或
簡
言
以
達
旨
、或
博
文
以
該
情
、或
明
理
以
立
體
、或
隱
義
以
藏
用
。…
…
故
知
繁
略
殊
形
、

隱
顯
異
術
、抑
引
隨
時
、變
通
適
會
、徵
之
周
孔
、則
文
有
師
矣
。」

●
後
学
‥
後
進
の
学
者
。謙
譲
語
。

●
難
精
‥「
精
」は
、詳
し
く
解
き
明
か
す
。陸
機「
演
連
珠
五
十
首
」其
二
一「
臣
聞
巧
盡
於
器
、

習
數
則
貫
。道
繫
於
神
、人
亡
則
滅
。是
以
輪
匠
肆
目
、不
乏
奚
仲
之
妙
。瞽
叟
清
耳
、而
無

伶
倫
之
察
。」劉
孝
標
注「
此
言
事
在
外
則
易
致
、妙
在
内
則
難
精
。奚
仲
巧
見
於
器
、故
輪

工
能
繼
其
致
也
。伶
倫
妙
在
其
神
、故
樂
人
不
傳
其
術
也
。」（『
文
選
』卷
五
五
）

●
主
‥
と
う
と
ぶ
。根
本
と
し
て
依
拠
す
る
。学
術
的
に
主
張
す
る
。『
史
記
』卷
七
四・淳
于
髡

列
傳「
淳
于
髡
、齊
人
也
。博
聞
彊
記
、學
無
所
主
。」

●
登
天
‥
天
に
昇
る
。『
莊
子
』大
宗
師「
子
桑
戸
、孟
子
反
、子
琴
張
三
人
相
與
友
、曰
、孰
能
相

與
於
無
相
與
、相
爲
於
無
相
爲
。孰
能
登
天
遊
霧
、撓
挑
無
極
、相
忘
以
生
、無
所
終
窮
。」

●
無
階
‥『
藝
文
類
聚
』卷
三
五・人
部
十
九・愁「
又（
曹
植
）九
愁
賦
曰
、…
…
眷
浮
雲
以
太
息
、

願
攀
登
而
無
階
。」。『
魏
書
』卷
八
二・常
景
列
傳「（
常
景
）乃
圖
古
昔
可
以
鑒
戒
、指
事
爲
象
、

讚
而
述
之
曰
、…
…
原
夫
人
□
之
度
、邈
於
無
階
之
天
。勢
位
之
危
、深
於
不
測
之
地
。」

●
近
代
‥
近
い
時
代
。こ
こ
は
、こ
の
頃
の
意
味
。

●
李
筌
‥「
唐
代
の
兵
学
者
。玄
宗・肅
宗・代
宗
の
三
朝
に
仕
え
た
。８
世
紀
に
活
動
し
た
が
、生

卒
年
も
事
蹟
の
先
後
も
不
明
。以
下
、推
測
で
述
べ
る
。神
仙
説
を
好
み
達
観
子
と
号
す
。少

室
山（
河
南
省
嵩
山
）で
寇
謙
之
が
石
室
に
封
蔵
し
た
と
い
う
３
０
０
余
字
の『
陰
符
経
』を
見

て
諳
誦
。の
ち
驪
山（
陝
西
）で
逢
っ
た
老
婦
人
か
ら
政
治・軍
事・神
仙
の
奥
義
を
学
び
、『
陰
符

経
疏
』を
作
る
。…
…
彼
の
獲
た
も
の
よ
り
も
１
０
０
字
余
も
多
く
、南
朝
系
で
、唐
の
帝
室
が

所
蔵
し
て
い
た
褚
氏
本『
陰
符
経
』に
註
し
た
張
果
に
批
判
さ
れ
た
。」（『
道
教
事
典
』、宮
川

尚
志
執
筆
。傍
線
‥
川
口
）。ま
た
、「
黄
帝
陰
符
」の
注
を
参
照
。

な
お
、張
果
に
よ
る
李
筌
批
判
に
つい
て
は
、前
掲
松
本「
陰
符
経
の
諸
註
に
つ
い
て
の
諸
問
題
」

に
対
照
表
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

●
妖
巫
‥
人
を
惑
わ
す
怪
し
い
シ
ャ
ー
マ
ン
。こ
こ
は
、李
筌
が
驪
山
で
逢
っ
た
老
母
。「
道
體
論

序
」の
訳
注
の
前
書
き
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、李
筌
が『
陰
符
經
』を
得
た
逸
話
は
、杜
光
庭

『
神
仙
感
遇
傳
』「
李
筌
」（『
太
平
廣
記
』卷
十
四・神
仙
十
四
）、同『
墉
城
集
仙
傳
』「
驪
山

姥
」（『
太
平
廣
記
』卷
六
三・女
仙
八
）、同『
集
仙
錄
』（『
太
平
御
覧
』卷
六
七
八・道
部
二
十・

傳
授
上
）に
見
え
る
。ま
た
、『
後
漢
書
』卷
一
下・光
武
帝
紀
下「（
十
七
年
）秋
七
月
、妖
巫
李

廣
等
羣
起
據
皖
城
、遣
虎
賁
中
郎
將
馬
援
、驃
騎
將
軍
段
志
討
之
。九
月
、破
皖
城
、斬
李
廣

等
。」

●
仮
託
‥
か
こ
つ
け
る
。見
せ
か
け
る
。

●
妄
‥
根
拠
が
な
い
。う
そ
、い
つ
わ
り
で
あ
る
。

●
注
述
‥
注
解
。

●
徒
‥
む
な
し
く
。む
だ
に
。

●
参
人
事
‥「
参
」は
、関
与
す
る
。関
わ
り
合
う
。「
人
事
」は
、人
と
し
て
な
す
べ
き
こ
と
。人
間

社
会
の
こ
と
が
ら
。『
隋
書
』卷
七
八・藝
術
列
傳・盧
太
翼
列
傳「
及
煬
帝
卽
位
。漢
王
諒
反
、

帝
以
問
之
。答
曰
、上
稽
玄
象
、下
參
人
事
、何
所
能
爲
。未
幾
、諒
果
敗
。」

●
至
源
‥
常
套
の
語
彙
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。窮
極
の
根
元
の
意
味
で
あ
ろ
う
。

●
紊
‥
筋
道
が
立
た
ず
、混
乱
さ
せ
る
。論
理
が
破
綻
す
る
。

●
窺
管
‥
管
を
覗
い
て
天
を
見
る
。見
識
の
狭
い
た
と
え
。『
莊
子
』秋
水「
公
子
牟
隱
机
大
息
、

仰
天
而
笑
曰
、…
…
子
乃
規
規
然
而
求
之
以
察
、索
之
以
辯
、是
直
用
管
闚
天
、用
錐
指
地
也
。

不
亦
小
乎
。子
往
矣
。」。『
韓
詩
外
傳
』卷
十「
中
庶
子
曰
、苟
如
子
之
方
、譬
如
以
管
窺
天
、

以
錐
刺
地
。所
窺
者
大
、所
見
者
小
、所
刺
者
巨
、所
中
者
少
。」。陸
雲「
與
陸
典
書
書
九
首
」

其
四「
所
謂
闚
管
以
瞻
天
、緣
木
而
求
魚
也
。」（『
全
晉
文
』卷
一
〇
三
）
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●
輒
‥
い
つ
も
。勝
手
に
。恣
意
的
に
。

●
酌
海
‥
ひ
ょ
う
た
ん（
ひ
さ
ご
）で
作
っ
た
容
器
で
海
水
を
汲
ん
で
海
の
大
き
さ
を
測
る
。見
識

の
狭
い
た
と
え
。『
漢
書
』卷
六
五・東
方
朔
傳「
朔
因
著
論
、設
客
難
己
、用
位
卑
以
自
慰
諭
。

其
辭
曰
、…
…
東
方
先
生
喟
然
長
息
、仰
而
應
之
曰
、…
…
語
曰
、以
筦
闚
天
、以
蠡
測
海
、以

莛
撞
鐘
。豈
能
通
其
條
貫
、考
其
文
理
、發
其
音
聲
哉
。」張
晏
注「
蠡
、瓠
瓢
也
。」。庾
信「
三

月
三
日
華
林
園
馬
射
賦
幷
序
」序「
小
臣
不
擧
、奉
詔
爲
文
。以
管
窺
天
、以
蠡
酌
海
。盛
德
形

容
、豈
陳
梗
槩
。」（『
全
後
周
文
』卷
八
）

●
小
人
‥
識
見
の
狭
い
人
間
。学
識
が
な
い
人
間
。『
論
語
』子
路「
樊
遲
請
學
稼
。子
曰
、吾
不
如

老
農
。請
學
爲
圃
。曰
、吾
不
如
老
圃
。樊
遲
出
。子
曰
、小
人
哉
。樊
須
也
。」

●
竊
窺
‥
人
に
知
れ
な
い
よ
う
に
こっ
そ
り
と
う
か
が
い
見
る
。こ
こ
は『
陰
符
經
』李
筌
注
を
読

ん
で
、一
知
半
解
で
あ
る
こ
と
、批
判
的
視
点
を
持
た
ず
安
直
に
理
解
す
る
、鵜
呑
み
す
る
こ

と
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

●
天
機
‥
こ
こ
は
ひ
と
ま
ず「
天
賦
の
機
」と
訳
す
。『
莊
子
』大
宗
師「
古
之
眞
人
、其
寢
不
夢
、

其
覺
無
憂
、其
食
不
甘
、其
息
深
深
。眞
人
之
息
以
踵
、衆
人
之
息
以
喉
、屈
服
者
、其
嗌
言

若
哇
。其
耆
欲
深
者
、其
天
機
淺
。」。福
永・興
膳『
老
子・荘
子
』訳「
天
与
の
精
神
の
機
能
」

注「
精
神
の
自
然
な
は
た
ら
き
」。金
谷
治『
荘
子 
第
一
冊
』（
岩
波
書
店
、一
九
七
一
年
）注

「
天
す
な
わ
ち
自
然
の
働
き
が
発
動
す
る
き
っ
か
け
」（
傍
線
‥
川
口
）。池
田『
荘
子（
上
）』訳

「
天
か
ら
与
え
ら
れ
た
生
の
営
み
」注「
赤
塚
忠
の「
生
命
を
営
む
仕
掛
け
」が
よ
い
。」（
傍
線

‥
川
口
）。ま
た
、『
莊
子
』天
運「
聖
也
者
、達
於
情
而
遂
於
命
也
。天
機
不
張
而
五
官
皆
備
、

此
之
謂
天
樂
、無
言
而
心
説
。」成
玄
英
疏「
天
機
、自
然
之
樞
機
。」。福
永・興
膳『
老
子・荘

子
』訳「
天
与
の
叡
智
」注「
人
が
本
来
的
に
持
つ
ひ
ら
め
き
」。

●
固
‥
も
と
か
ら
。本
来
。

●
朝
願
聞
道
、夕
死
無
悔
‥『
論
語
』里
仁「
子
曰
、朝
聞
道
、夕
死
可
。」何
晏
集
解「
言
將
至
死

不
聞
世
之
有
道
。」皇
侃
疏「
設
若
早
朝
聞
世
有
道
、暮
夕
而
死
、可
無
恨
矣
。」。吉
川
幸
次
郎

『
論
語（
上
）』（
朝
日
新
聞
社
、一
九
七
八
年
）「
古
注
で
は
、道
と
は
、世
に
道
あ
る
こ
と
、つ
ま

り
道
徳
的
な
世
界
の
出
現
を
意
味
す
る
…
…
」（
傍
線
‥
川
口
）。

●
道
経
‥
道
家・道
教
の
経
典
。 

●
蔵
‥『
中
国
文
化
史
大
事
典
』「
道
蔵
」（
小
林
正
美
執
筆
）「
道
教
経
典
の
叢
書
。中
国
各
地

の
道
教
経
典
を
収
集
し
，そ
れ
ら
を
三
洞
四
輔
の
分
類
法
に
従
っ
て
整
理
す
る
道
蔵
の
編
纂
は

国
家
的
事
業
で
あ
り
，唐
の
玄
宗
皇
帝
の
開
元
年
間（
7
1
3
︱
7
4
1
）に
最
初
の
道
蔵『
三

洞
瓊
綱
』の
編
纂
が
実
施
さ
れ
た
。『
三
洞
瓊
綱
』に
は
3
7
4
4
巻（
あ
る
い
は
5
7
0
0
巻
）

の
道
経
が
収
め
ら
れ
た
。」

●
詞
理
‥
言
葉
と
道
理
。『
三
國
志
』卷
五
七・吳
書
十
二・陸
瑁
傳「（
孫
）權
再
覽
瑁
書
、嘉
其
詞

理
端
切
、遂
不
行
。」

●
元
邈
‥
根
元
的
で
あ
り
、普
通
と
は
は
る
か
に
隔
絶
し
て
い
る
、と
い
う
意
味
か
。王
勃「
三
月

上
已
祓
禊
序
」「
仙
舟
溶
裔
、若
海
上
之
槎
來
。羽
蓋
參
差
、似
遼
東
之
鶴
擧
。或
昂
昂
騏
驥
、

或
泛
泛
飛
鳧
。俱
安
名
利
之
場
、各
得
逍
遙
之
地
。而
上
屬
無
爲
之
道
、下
棲
元
邈
之
風
。」

（『
全
唐
文
』卷
一
八
一
）

●
如
契
自
然
‥「
契
」は
、ぴ
っ
た
り
と
合
っ
て
い
る
。蘇
若
蘭「
璇
璣
圖
詩
」「
讀
圖
内
詩
括
例
」

「
再
敍
」「
觀
其
宛
轉
反
復
、皆
才
思
精
深
融
徹
、如
契
自
然
。蓋
騷
人
才
子
所
難
、豈
必
女

工
之
尤
哉
。」（『
晉
詩
』卷
十
五
）

●
入
注
‥
注
を
付
す
と
い
う
意
味
か
。意
味
が
違
う
が
同
じ
語
彙
と
し
て
、郭
京「
周
易
擧
正
序
」

「
曾
得
王
輔
嗣
韓
康
伯
手
寫
註
定
傳
授
眞
本
讀
誦
。比
校
今
世
流
行
本
及
國
學
鄕
貢
學
人

等
本
。或
將
經
入
注
、用
注
作
經
。」（『
全
唐
文
』卷
九
〇
二
）

●
道
旨
‥
道
の
意
図
。道
の
主
旨
。『
藝
文
類
聚
』卷
四
五・職
官
部
一・丞
相「
又
晉
孫
綽
丞
相
王

導
碑
文
、…
…
玄
性
合
乎
道
旨
、沖
一
體
之
自
然
。柔
畼
協
乎
春
風
、溫
而
侔
於
冬
日
。」

（
十
二
）「
太
上
九
要
心
印
妙
經
序
」

【
原
文
】

夫
九
要
者
、要
乃
機
要
也
。以
應
大
丹
九
轉
、故
以
道
分
九
篇
。法
顯
九
門
、九
門
合
理
、篇
篇

歸
根
。雖
不
得
親
師
之
旨
、得
此
要
如
親
師
訓
。得
者
坐
獲
天
機
、悟
之
者
爲
之
心
印
。若
依
行

者
、在
欲
無
欲
、居
塵
出
塵
。分
立
九
門
、還
元
二
儀
。學
道
君
子
、細
意
詳
之
。先
序
顯
用
、次
要

應
體
。以
體
兼
用
、性
命
備
矣
。

【
書
き
下
し
文
】

夫
れ
九
要
な
る
者
は
、要
は
乃
ち
機
要
な
り
。大
丹
の
九
転
に
応
ず
る
を
以
て
、故
に
道
を
以

て
九
篇
に
分
か
つ
。法
は
九
門
に
顕あ

き

ら
か
に
、九
門
は
理
に
合
い
、篇
篇
は
根
に
帰
す
。師
の
旨
に
親

し
む
を
得
ず
と
雖
も
、此こ

の
要
を
得
ば
師
の
訓お
し

え
に
親
し
む
が
如
し
。得
る
者
は
坐い
な
がら

に
し
て
天

機
を
獲え

、之こ

れ
を
悟
る
者
は
之こ

れ
が
心
印
と
為
す
。若も

し
依
り
て
行
わ
ば
、欲
に
在
り
て
欲
無
く
、

塵
に
居
り
て
塵
を
出
づ
。分
ち
て
九
門
を
立
つ
れ
ど
も
、還
元
す
れ
ば
二
儀
な
り
。学
道
の
君
子
、

意
を
細
や
か
に
し
て
之こ

れ
を
詳つ
ま
びら

か
に
せ
よ
。先
に
顕
用
を
序
し
、次
に
応
体
を
要
す
。体
の
用
を

兼
ぬ
る
を
以
て
、性
命
は
備
れ
り
。

【
大
意
】                                     
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そ
も
そ
も「
九
要（
九
つ
の
要
）」で
あ
る
が
、「
要
」と
は「
機
」の
核
心
で
あ
る
。最
上
の
丹
薬
が

九
回
の
精
錬
を
経
て
完
成
す
る
の
に
対
応
さ
せ
、そ
の
方
途
を
九
篇
に
分
け
て
解
説
し
た
。そ
の

「
法（
規
範・法
則
）」は
各
篇
す
な
わ
ち
九
つ
の
関
門
に
お
い
て
明
確
で
あ
り
、九
つ
の
関
門
は
道

理
に
か
な
って
お
り
、す
べ
て
の
篇
が
根
元
の「
道
」に
帰
着
す
る
。師
匠
の
教
え
に
親
し
く
接
す
る

こ
と
が
で
き
な
く
と
も
、九
つ
の「
要
」を
順
に
体
得
し
て
ゆ
く
な
ら
ば
師
匠
に
手
取
り
足
取
り

教
え
導
か
れ
て
い
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。九
つ
の「
要
」を
体
得
し
た
な
ら
ば
、何
も
せ
ず
と
も
天

賦
の「
機
」を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
、九
つ
の「
要
」を
悟
っ
た
な
ら
ば
免
許
皆
伝
で
あ
る
。九
つ
の

「
要
」に
従
っ
て
修
行
し
た
な
ら
ば
、欲
の
世
界
に
あ
っ
て
も
無
欲
で
あ
り
、俗
塵
の
世
界
に
あ
っ
て

も
超
俗
し
て
い
る
。九
つ
に
分
け
て
関
門
を
立
て
た
が
、そ
の
根
元
に
還
れ
ば
陰
陽
で
あ
る
。道
を

学
ぶ
君
子
よ
、細
心
の
注
意
を
払
って
、こ
の
書
を
す
み
ず
み
ま
で
理
解
し
た
ま
え
。こ
の
書
は
、ま

ず「
用（
現
象
）」を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
叙
述
し
、次
に
そ
の
現
象
を「
体（
原
理
）」に
対
応
さ

せ
る
こ
と
を
か
な
め
と
し
て
い
る
。「
体
」と「
用
」と
が
兼
ね
合
わ
さ
って
こ
そ
、「
性
命（
天
か
ら
賦

与
さ
れ
た
人
間
の
本
質
）」が
備
わ
る
の
だ
。

【
注
釈
】

●
太
上
九
要
心
印
妙
経
‥
一
巻
。『
道
藏
』洞
眞
部・方
法
類
に
見
え
る
。内
丹
術
の
書
。朱
越
利

『
道
蔵
分
類
解
題
』（
華
夏
出
版
社
、一
九
九
六
年
）に「
唐
張
果
述
内
丹
術
，以
精
気
爲
三
火
， 

用
五
穀
之
気
及
胎
息
。」と
あ
る
。「
内
丹
」は
、「
外
丹
に
対
す
る
語
。鉛・水
銀
等
を
用
い
て
丹

を
作
る
外
丹
に
対
し
て
、体
内
の
精
気
な
ど
を
循
環
さ
せ
て
体
内
に
丹
を
作
る
こ
と
か
ら
名
付

け
る
。」（『
道
教
事
典
』「
内
丹
」、坂
内
栄
夫
執
筆
）

「
太
上
」は
、「
太
上
老
君
」が「
思
想
家
と
し
て
の
老
子
が
、道
教
に
お
い
て
神
と
さ
れ
た
と
き

の
尊
称
」（『
道
教
事
典
』「
太
上
老
君
」、楠
山
春
樹
執
筆
）で
あ
る
よ
う
に
、最
高
を
意
味
す

る
尊
称
。

こ
の
経
は
、九
つ
の
章
か
ら
な
る
。そ
れ
ぞ
れ「
眞
一
祕
要
」「
槖
籥
祕
要
」「
三
五
一
樞
要
」

「
三
一
機
要
」「
日
魂
月
魄
眞
要
」「
日
用
五
行
的
要
」「
七
返
還
丹
簡
要
」「
八
卦
朝
元
統
要
」

「
九
還
一
氣
總
要
」で
あ
り
、す
べ
て
で「
九
要
」で
あ
る
。

「
心
印
」は
、『
岩
波
仏
教
辞
典
第
二
版
』に「
仏
の
悟
り
を
印（
印
可・印
証
）に
た
と
え
た
語

で
，仏
祖
か
ら
伝
え
ら
れ
た
永
遠
不
変
の
悟
り
の
核
心
を
い
う
。」と
あ
る
。張
説「
鄧
國
夫
人

墓
銘
」「
恭
惟
夫
人
、宿
精
智
刃
。昭
昭
開
士（
菩
薩
の
異
名
）、授
之
心
印
。」（『
全
唐
文
』巻

二
三
二
）

●
機
要
‥「
機
」の
か
な
め
。「
機
」の
最
も
大
切
で
重
要
な
核
心
。

●
大
丹
‥
最
上
の
丹
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。『
雲
笈
七
籤
』卷
四・道
教
經
法
傳
授
部「
道
教
相

承
次
第
錄
」「
第
一
代
老
君
。老
君
火
山
大
丹
治
法
、傳
授
三
百
人
。唯
三
人
系
代
、王
方
平
、

尹
喜
、徐
甲
。…
…
第
十
五
代
孫
博
。博
授
三
人
、無
可
代
者
。乃
入
林
屋
山
中
、合
龍
虎
大
丹

而
升
天
。治
法
遂
絕
。」。『
同
』卷
六
六・金
丹「
丹
論
訣
旨
心
照
五
篇
」「
旨
敘
訣
第
一
」「
參

同
契
云
、諸
術
甚
衆
多
、千
條
有
萬
餘
。卽
知
大
丹
之
妙
、唯
鉛
汞
二
物
爲
至
藥
也
、非
用
四

黃
八
石
。若
大
丹
有
石
藥
之
氣
入
二
物
中
、卽
有
大
毒
。凡
言
死
水
銀
固
生
人
、卽
須
陰
陽
之

炁
、水
火
結
成
爲
大
丹
、服
之
卽
長
生
。」

●
九
転
‥
仙
人
に
な
る
た
め
の
丹
薬
の
製
法
。「「
転
」は「
還
」と
同
じ
で
、初
め
に
還
って
何
回
も

煉
り
な
お
す
と
い
う
意
味
で
あ
る
。」（
村
上
嘉
実「
錬
金
術
」、『
道
教
１　

道
教
と
は
何
か
』、

平
河
出
版
社
、一
九
八
三
年
）。「
転
」は
、精
製
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。ま
た『
道
教
事
典
』

「
九
転
金
丹
」（
神
楽
岡
昌
俊
執
筆
）に「
い
ろ
ん
な
操
作
を
加
え
て
九
回
の
変
化
を
起
こ
さ
せ

て
つ
く
ら
れ
る
丹
で
あ
り
、こ
れ
を
服
用
す
る
と
不
老
不
死
に
な
る
と
い
う
。」と
述
べ
る
。『
抱

朴
子
』金
丹「
一
轉
之
丹
、服
之
三
年
得
仙
。二
轉
之
丹
、服
之
二
年
得
仙
。三
轉
之
丹
、服
之

一
年
得
仙
。四
轉
之
丹
、服
之
半
年
得
仙
。五
轉
之
丹
、服
之
百
日
得
仙
。六
轉
之
丹
、服
之

四
十
日
得
仙
。七
轉
之
丹
、服
之
三
十
日
得
仙
。八
轉
之
丹
、服
之
十
日
得
仙
。九
轉
之
丹
、服

之
三
日
得
仙
。若
取
九
轉
之
丹
、内
神
鼎
中
、夏
至
之
後
、爆
之
鼎
熱
、内
朱
兒
一
斤
於
蓋
下
。

伏
伺
之
、候
日
精
照
之
。須
臾
翕
然
俱
起
、煌
煌
煇
煇
、神
光
五
色
、卽
化
爲
還
丹
。取
而
服
之

一
刀
圭
、卽
白
日
昇
天
。」

●
道
‥
方
途
。方
法
。

●
九
篇
‥「
太
上
九
要
心
印
妙
経
」の
注
を
参
照
。

●
法
‥
規
範
。法
則
。「
道
體
論
序
」の
注
を
参
照
。

●
九
門
‥
こ
こ
は
、九
篇
そ
れ
ぞ
れ
に
書
か
れ
た
修
行
と
し
て
の
関
門
と
考
え
た
。な
お
、「
九
門
」

に
は
、天
の
意
味
が
あ
る
。天
に
は
九
つ
の
層
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、そ
れ
ぞ
れ
の
層
の
宮

殿
に
門
が
あ
る
か
ら「
九
門
」に
な
る
。一
層
一
層
、関
門
を
突
破
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る（
こ
こ
で
、

訳
注
者
は
、ブ
ル
ー
ス・リ
ー
の
遺
作『
死
亡
遊
戯
』を
連
想
し
て
い
る
）。『
雲
笈
七
籤
』卷
四
三・

存
思「
思
修
九
宮
法
」「
守
寸
紫
戸
大
神
、名
平
靜
、字
法
王
。青
房
大
神
、名
正
心
、字
初
方
。

三
呼
其
名
字
、祝
曰
、紫
戸
青
房
、有
二
大
神
、手
把
流
鈴
、身
生
風
雲
。俠
衞
眞
道
、不
聽
外

前
、使
我
思
感
、通
利
靈
關
。出
入
貞
利
、上
登
九
門
、卽
見
九
眞
、太
上
之
尊
。」

●
合
理
‥
道
理
に
か
な
う
。

●
帰
根
‥
根
元
の「
道
」に
帰
る
。『
老
子
』第
十
六
章（
歸
根
）「
致
虛
極
、守
靜
篤
。萬
物
並
作
、

吾
以
觀
復
。夫
物
芸
芸
、各
復
歸
其
根
。歸
根
曰
靜
、是
謂
復
命
。」王
弼
注「
各
反
其
所
始

也
。」河
上
公
注「
言
萬
物
無
不
枯
落
、各
復
反
其
根
而
更
生
也
。」。『
莊
子
』知
北
遊「
黃
帝
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曰
、…
…
今
已
爲
物
也
、欲
復
歸
根
、不
亦
難
乎
。其
易
也
、其
唯
大
人
乎
。」成
玄
英
疏「
道

至
於
無
爲
、而
仁
義
禮
之
名
可
以
不
立
、是
之
謂
歸
根
。」

●
親
師
‥
先
生
を
信
愛
す
る
。『
禮
記
』學
記「
古
之
教
者
、家
有
塾
、黨
有
庠
、術
有
序
、國
有
學
。

比
年
入
學
、中
年
考
校
。一
年
視
離
經
辨
志
、三
年
視
敬
業
樂
羣
、五
年
視
博
習
親
師
、七
年

視
論
學
取
友
、謂
之
小
成
。」

●
旨
‥
主
旨
。意
図
。

●
師
訓
‥
先
生
の
訓
導
。江
淹「
雜
體
詩
三
十
首
」「
嵆
中
散　

言
志　

康
」「
曰
余
不
師
訓
、潛

志
去
世
塵
。」李
善
注「
嵆
康
幽
憤
詩
曰
、恃
愛
肆
姐
、不
訓
不
師
。」（『
文
選
』卷
三
一
）

●
天
機
‥
天
賦
の
機
。「
黃
帝
陰
符
注
序
」の「
天
機
」の
注
を
参
照
。

●
心
印
‥「
太
上
九
要
心
印
妙
経
」の
注
を
参
照
。

●
依
行
‥
そ
れ
に
依
拠
し
て
行
動
す
る
。褚
遂
良「
再
諫
五
品
以
上
妻
犯
姦
沒
官
表
」「
則
三

皇
以
來
、二
百
餘
帝
。禁
止
姦
穢
、皆
無
此
法
。至
於
明
聖
、獨
用
此
刑
。既
慙
古
昔
、終
塵
德

義
。然
則
刑
爲
政
教
之
用
、政
爲
社
稷
之
本
。若
再
三
如
此
、天
下
依
行
。」（『
全
唐
文
』卷

一
四
九
）。慧
能「
金
剛
般
若
波
羅
蜜
經
序
」「
何
名
爲
經
。經
者
、徑
也
。是
成
佛
之
道
路
。凡

人
欲
臻
斯
路
、當
内
修
般
若
行
、以
至
究
竟
。如
或
但
能
誦
説
、心
不
依
行
、自
心
則
無
經
。實

見
實
行
、自
心
則
有
經
。」（『
全
唐
文
』卷
九
一
四
）

●
在
欲
無
欲
‥『
太
上
九
要
心
印
妙
經
』「
三
一
機
要
」「
帝
正
者
、心
不
亂
也
。心
不
亂
則
氣
自

調
、氣
調
則
神
和
、神
和
則
精
悅
、精
悅
則
身
安
泰
。此
乃
富
國
安
民
鍊
氣
之
法
也
。以
重
濁

而
爲
地
、其
濁
中
有
清
、在
欲
無
欲
、謂
之
強
兵
。心
不
動
而
氣
不
交
者
、謂
之
戰
勝
。此
乃
強

兵
戰
勝
鍊
精
之
術
也
。」

●
出
塵
‥
世
俗
を
超
越
す
る
。孔
稚
珪「
北
山
移
文
」「
夫
以
耿
介
拔
俗
之
標
、蕭
灑
出
塵
之
想
、

度
白
雪
以
方
絜
、干
青
雲
而
直
上
、吾
方
知
之
矣
。」（『
文
選
』卷
四
三
）

●
還
元
‥
根
元
に
還
る
。『
雲
笈
七
籤
』卷
五
六・諸
家
氣
法「
元
氣
論
並
序
」「
人
能
學
道
、是
謂

眞
學
。學
諸
外
事
、是
謂
淫
學
、亦
謂
邪
道
。夫
學
道
謂
之
内
學
、内
學
則
身
内
心
之
事
、名
三

丹
田
三
元
氣
。一
丹
有
三
神
、一
氣
分
六
氣
。陽
則
終
九
、陰
則
終
六
。陽
九
百
六
、天
地
之
極
、

亦
人
之
極
、至
此
謂
之
還
元
返
本
。」。『
太
上
九
要
心
印
妙
經
』「
槖
籥
祕
要
」「
聖
人
曰
、凡

是
有
相
、皆
是
虛
妄
、無
相
之
相
、謂
之
眞
相
。眞
相
者
、神
氣
也
。神
者
、心
之
主
。氣
者
、腎

之
本
。是
以
聖
人
返
本
還
元
。還
元
者
、補
髓
也
。補
髓
之
機
、還
元
之
道
、命
乃
了
矣
。」。杜

希
遁「
大
還
丹
金
虎
白
龍
論
」「
余
久
耽
雲
水
、早
棄
浮
華
、棲
止
山
林
。精
窮
物
象
、修
神
鍊

氣
、反
本
還
元
。息
慮
澄
眞
、忘
思
靜
一
。考
覈
鉛
汞
、杼
軸
丹
經
。徹
視
元
洞
之
金
書
。悟
達

三
清
之
玉
訣
。」（『
全
唐
文
』卷
八
一
七
）

●
二
儀
‥
天
と
地
。両
儀
。李
頎「
謁
張
果
先
生
」（
中
篇
所
載
）の「
二
儀
」の
注
を
参
照
。な
お

こ
こ
は
、陰
陽
と
解
釈
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。『
易
經
』繫
辭
上「
是
故
易
有
太
極
。是
生
兩

儀
。」の
本
田『
易（
下
）』の
解
読
を
参
照
。

●
学
道
‥
道
を
学
ぶ
。『
論
語
』陽
貨「
昔
者
偃
也
、聞
諸
夫
子
曰
、君
子
學
道
則
愛
人
。小
人
學

道
則
易
使
也
。」

●
細
意
‥
細
心
。

●
先
序
‥
ま
ず
叙
述
す
る
。『
史
記
』卷
七
四・孟
子
列
傳「
先
序
今
以
上
至
黃
帝
、學
者
所
共
術
、

大
並
世
盛
衰
。」

●
顕
用
‥
一
般
に
は
、（
臣
下
を
）重
用
す
る
と
い
う
意
味
。こ
こ
は
、「
用
」を
あ
き
ら
か
に
す
る

と
解
す
。

●
次
要
‥
次
に
〜
が
必
要
で
あ
る
、大
切
で
あ
る
。白
居
易「
重
修
香
山
寺
畢
題
二
十
二
韻
以
紀

之
」「
先
宜
知
止
足
、次
要
悟
浮
休
。」（『
全
唐
詩
』卷
四
五
四
）

●
応
体
‥「
体
」に
対
応
す
る
。『
莊
子
』天
下「
惠
施
以
此
爲
大
、觀
於
天
下
而
曉
辯
者
、天
下
之

辯
者
相
與
樂
之
。…
…
一
尺
之
捶
、日
取
其
半
、萬
世
不
竭
。辯
者
以
此
與
惠
施
相
應
、終
身

無
窮
。」成
玄
英
疏「
問
曰
、一
尺
之
杖
、今
朝
折
半
、逮
乎
後
夕
、五
寸
存
焉
。兩
日
之
間
、捶

當
窮
盡
。此
事
顯
著
、豈
不
竭
之
義
乎
。答
曰
、夫
名
以
應
體
、體
以
應
名
、故
以
名
求
物
、物

不
能
隱
也
。是
以
執
名
責
實
、名
曰
尺
捶
、每
於
尺
取
、何
有
窮
時
。若
於
五
寸
折
之
、便
虧
名

理
。乃
曰
半
尺
、豈
是
一
尺
之
義
耶
。」

●
体
用
‥「
事
物
の
本
体
と
そ
の
作
用
，ま
た
は
原
理
と
現
象
の
こ
と
で
あ
る
。」（
日
原
利
国『
中

国
思
想
辞
典
』「
体
用
」、山
崎
道
夫
執
筆
、研
文
出
版
、一
九
八
四
年
）。玄
宗「
道
德
眞
經
疏

釋
題
詞
」「
故
經
曰
、道
生
之
。德
畜
之
。則
知
道
者
德
之
體
。德
者
道
之
用
也
。而
經
分
上
下

者
、先
明
道
而
德
次
之
也
。然
體
用
之
名
可
散
也
。體
用
之
實
不
可
散
也
。」（『
全
唐
文
』卷

四
一
）

●
兼
‥
併
せ
持
つ
。あ
る
い
は
、Ａ
兼
Ｂ
で
、Ａ
と
Ｂ
と
の
意
味
で
あ
る
か
。

●
性
命
‥『
易
經
』乾「
彖
曰
、…
…
乾
道
變
化
、各
正
性
命
、保
合
大
和
。」孔
穎
達
疏「
言
乾
之

爲
道
、使
物
漸
變
者
、使
物
卒
化
者
、各
能
正
定
物
之
性
命
。性
者
、天
生
之
質
、若
剛
柔
遲

速
之
別
。命
者
、人
所
稟
受
、若
貴
賤
夭
壽
之
屬
、是
也
。」。三
浦『
増
訂
易
経
』「
天
の
賦
与

し
た
も
の
を
、物
の
側
か
ら「
性
」と
い
い
、天
の
側
か
ら「
命
」と
い
う（『
程
伝
』、『
本
義
』）。天

か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
、こ
れ
を
自
分
の
も
の
と
し
て
積
極
的
に
意
識
す
る
と
き
は

「
性
」と
呼
び
、他
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
と
強
く
意
識
す
る
と
き
は「
命
」と
呼
ぶ（
森
三
樹

三
郎『
上
古
よ
り
漢
代
に
至
る
性
命
観
の
展
開
』、一
五
五
ペ
ー
ジ
、創
文
社
）。」。『
中
国
思
想
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辞
典
』「
性
命
観
」（
森
三
樹
三
郎
執
筆
）「
性
と
命
と
は
，別
個
に
切
り
離
し
て
問
題
に
さ
れ
る

こ
と
が
多
い
が
，両
者
を
合
わ
せ
て
性
命
と
い
う
熟
語
を
は
じ
め
て
用
い
た
の
は
，『
荘
子
』の
外

篇・雑
篇
で
あ
る
。そ
の
場
合
，性
と
命
の
意
味
内
容
の
区
別
は
消
失
し
て
，そ
の
共
通
点
で
あ
る

「
天
か
ら
与
え
ら
れ
た
人
間
の
本
質
的
な
る
も
の
」と
い
う
意
味
を
持
つ
。そ
れ
は
現
代
用
語

の
生
命・い
の
ち
に
接
近
し
た
意
味
と
な
る
。こ
の
性
命
と
い
う
語
は
，も
と
道
家
専
用
の
も
の
で

あ
っ
た
が
，戦
国
末
か
ら
漢
初
に
は
道
家
思
想
が
盛
行
し
た
た
め
に
，ひ
ろ
く
一
般
に
行
な
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。」

四
、（
十
三
）張
果「
題
登
眞
洞
」（『
全
唐
詩
』卷
八
六
〇
）

【
底
本
】

●
中
華
書
局
点
校
本
、一
九
六
〇
年　

00「
題
登
眞
洞（
登
真
洞
に
題
す
）」　

01
修
成
金
骨
鍊
歸
眞    

金
骨
を
修
成
し
て
真
に
帰
す
る
を
錬
す

02
洞
鎖
遺
蹤
不
計
春    

洞
は
遺
蹤
を
鎖と
ざ

し
て
春
を
計
ら
ず

03
野
草
謾
隨
青
嶺
秀    

野
草
は
謾ひ
ろ

く
青
嶺
の
秀ひ
い

づ
る
に
随
い

04
閒
花
長
對
白
雲
新    

閑
花
は
長
く
白
雲
の
新
ら
し
き
に
対
す

05
風
搖
翠
篠
敲
寒
玉    

風
は
翠
篠し
よ
うを

揺
ら
し
て
寒
玉
を
敲
き

06
水
激
丹
砂
走
素
鱗    

水
は
丹
砂
に
激
し
て
素
鱗
走
る

07
自
是
神
仙
多
變
異    

自
お
の
ず
から

是
れ
神
仙
は
変
異
多
し

08
肯
教
踪
跡
掩
紅
塵　

 

肯
え
て
踪
し
よ
う

跡
を
し
て
紅
塵
に
掩
わ
し
め
ん
や

【
大
意
】

01・02
か
つ
て
仙
人
た
ち
は
は、

、
、

が
ね
の
よ
う
な
身
体
を
つ
く
り
あ
げ
て
真
の
姿
に
戻
る
鍛
錬
を
お
こ

な
っ
た
。こ
の
ほ
こ
ら
は
、か
れ
ら
の
修
行
の
跡
を
閉
ざ
し
、い
く
と
せ
経
た
の
だ
ろ
う
か
。

03・04
ほ
こ
ら
の
ま
わ
り
で
は
、草
は
ら
が
高
く
そ
び
え
る
緑
の
山
に
そ
って
広
が
って
お
り
、花
々
が
、

空
に
湧
い
た
ば
か
り
の
白
い
雲
に
向
か
い
合
って
遠
く
ま
で
咲
い
て
い
る
。

05・06
風
に
揺
れ
る
緑
の
竹
が
擦
れ
合
う
音
は
玉
を
敲
い
た
よ
う
に
冷
た
く
清
ら
か
だ
。流
れ
落

ち
る
水
は
丹
砂
の
地
層
に
激
し
く
あ
た
り
、白
い
鱗
の
龍
が
走
って
い
る
か
の
よ
う
だ
。

07・08
も
と
も
と
神
仙
に
は
人
知
で
は
計
り
知
れ
な
い
不
思
議
な
出
来
事
が
多
い
も
の
だ
。仙
人

の
修
行
の
跡
で
あ
る
こ
の
ほ
こ
ら
を
俗
塵
に
ま
み
れ
さ
せ
は
し
な
い
。

【
注
釈
】

●
00
題
‥
詩
歌
を
壁
な
ど
に
書
き
つ
け
る
。

●
00
登
真
洞
‥「
登
真
」は
、昇
仙
す
る
こ
と
。李
白「
贈
別
舍
人
弟
臺
卿
之
江
南
」「
入
洞
過
天

地
、登
眞
朝
玉
皇
。」（『
全
唐
詩
』卷
一
七
一
）。

　
『
明
一
統
志
』卷
三
五・鞏
昌
府・登
眞
洞「
在
鸑
鷟
山
。乃
張
果
登
眞
之
所
。洞
高
一
丈
、深
百

尺
。有
水
自
頂
注
於
石
盆
中
。宋
楊
延
宗
詩
、修
成
金
骨
煉
歸
真
、洞
鎖
遺
蹤
不
記
春
。野
草

謾
隨
青
嶺
秀
、開
花
長
對
白
雲
新
。」（『
四
庫
全
書
』）

　

明
代
の
鞏
昌
府
は
、治
所
が
隴
西
郡
で
、現
代
の
甘
粛
省
隴
西
県
。両
当
県
は
、明
代
で
は
鞏
昌

府
に
属
し
た
。ま
た
張
果
に
つい
て
、『
全
唐
詩
』小
傳（
上
篇
所
載
）に
は
、「
張
果
、兩
當
人
。先

隱
中
條
山
、後
於
鸑
鷟
山
登
眞
洞
往
來
。天
后
召
之
不
起
。明
皇
以
禮
致
之
。肩
輿
入
宮
。擢

銀
青
光
祿
大
夫
、賜
號
通
玄
先
生
。未
幾
還
山
。」と
あ
る
。

　

な
お
、『
明
一
統
志
』の
記
述
で
は
、張
果
が
昇
仙
し
た
場
所
に
登
真
洞
が
建
て
ら
れ
、そ
し
て
そ

こ
を
訪
れ
た
宋
の
楊
延
宗（
未
詳
。な
お
、唐
の
楊
元
卿
の
子
に
、開
成
年
間
の
磁
州
刺
史
で
あ

る
楊
延
宗
が
い
る
。『
舊
唐
書
』卷
一
六
一
）が
洞
に
題
し
た
詩
と
し
て
こ
の
詩
の
前
半
が
引
か

れ
て
い
る
。そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、こ
の
詩
は
張
果
の
作
で
は
な
い
可
能
性
も
あ
る
。

　

ま
た
、『
大
清
一
統
志
』卷
二
一
〇・秦
州・山
川
に
は「
鸑
鷟
山
。在
兩
當
縣
東
。元
和
志
、在
縣

治
西
二
十
里
。九
域
志
、縣
有
鸑
鷟
山
。圖
經
云
、昔
張
果
先
生
夏
居
豆
積
、冬
居
此
山
。鞏
昌

府
志
、山
在
縣
東
十
五
里
。兩
峯
秀
聳
、一
名
南
岐
。一
名
來
儀
。南
有
登
眞
洞
。相
傳
唐
張

果
老
登
眞
處
。通
志
、洞
高
一
丈
、深
百
尺
。上
有
水
自
頂
注
於
石
池
。池
旁
有
石
、振
之
作

聲
。俗
名
石
鼓
洞
。上
有
朝
陽
洞
、碧
桃
軒
。」（『
四
庫
全
書
』）と
あ
る
。

●
01
修
成
‥
作
り
上
げ
る
。杜
預「
春
秋
左
氏
傳
後
序
」「
太
康
元
年
三
月
、呉
寇
始
平
。余
自

江
陵
還
襄
陽
、解
甲
休
兵
。乃
申
抒
舊
意
、修
成
春
秋
釋
例
及
經
傳
集
解
。」（『
全
晉
文
』卷

四
三
）。

●
01
金
骨
‥「
金
と
骨
」の
意
味
で
、堅
い
も
の
の
た
と
え
。鮑
照「
代
君
子
有
所
思
」「
蟻
壤
漏

山
河
、絲
淚
毀
金
骨
。」李
善
注「
金
骨
之
堅
、喩
親
之
篤
者
。言
讒
邪
之
人
、但
下
如
絲
之
淚
、

而
金
骨
爲
之
傷
毀
也
。」（『
文
選
』卷
三
一
）。ま
た
仙
人
の
骨
。李
白「
天
台
曉
望
」「
攀
條
摘

朱
實
、服
藥
鍊
金
骨
。安
得
生
羽
毛
、千
春
臥
蓬
闕
。」（『
全
唐
詩
』卷
一
八
〇
）。『
抱
朴
子
』

金
丹「
夫
金
丹
之
爲
物
、燒
之
愈
久
、變
化
愈
妙
。黃
金
入
火
、百
鍊
不
消
、埋
之
、畢
天
不
朽
。

服
此
二
物
、鍊
人
身
體
、故
能
令
人
不
老
不
死
。」

●
01
鍊
‥
鍛
錬
。修
錬
。

●
01
帰
真
‥
正
真
の
状
態
、本
来
の
あ
る
べ
き
姿
に
帰
る
。班
固「
東
都
賦
」「
遂
令
海
内
棄
末
而

反
本
、背
僞
而
歸
眞
。女
脩
織
絍
、男
務
耕
耘
。器
用
陶
匏
、服
尚
素
玄
。恥
纖
靡
而
不
服
、賤

奇
麗
而
弗
珍
。捐
金
於
山
、沈
珠
於
淵
。」呂
延
濟
注「
言
各
歸
本
也
。」（『
六
臣
註
文
選
』卷
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一
）

●
02
遺
蹤
‥
遺
跡
。こ
こ
は
か
つ
て
昇
仙
し
た
仙
人
た
ち
の
修
行
の
跡
と
し
て
の
登
真
洞
。潘
岳

「
西
征
賦
」「
眺
華
岳
之
陰
崖
、覿
高
掌
之
遺
蹤
。」呂
延
濟
注「
華
岳
北
面
有
巨
靈
神
掌
跡
。

故
云
陰
崖
眺
視
也
。」（『
六
臣
註
文
選
』卷
十
）

●
02
不
計
春
‥
幾
年
月
を
経
た
の
か
わ
か
ら
な
い
。韓
愈「
題
木
居
士
二
首
」其
一
「
火
透
波
穿

不
計
春
、根
如
頭
面
榦
如
身
。」（『
全
唐
詩
』卷
三
四
三
）

●
03
謾
‥
広
い
。

●
03
青
嶺
‥
緑
の
山
。庾
信「
周
兗
州
刺
史
廣
饒
公
宇
文
公
神
道
碑
」「
北
臨
青
嶺
、南
通
白
波
。

直
雲
橫
塞
、長
星
渡
河
。」（『
全
後
周
文
』卷
十
五
）

●
03
秀
‥
抜
き
ん
出
る
。

●
04
閑
花
‥
野
の
花
。劉
長
卿「
別
嚴
士
元
」「
細
雨
濕
衣
看
不
見
、閒
花
落
地
聽
無
聲
。日
斜

江
上
孤
帆
影
、草
綠
湖
南
萬
里
情
。」（『
全
唐
詩
』卷
一
五
一
）

●
05
翠
篠
‥
緑
色
の
細
い
竹
、さ
さ
。梁
簡
文
帝
蕭
綱「
喜
疾
瘳
詩
」「
隔
簾
陰
翠
篠
、映
水
含
珠

榴
。丹
經
蘊
玉
笥
、玄
水
出
長
洲
。結
友
尋
方
岳
、採
藥
訪
圓
丘
。」（『
梁
詩
』卷
二
一
）

●
05
敲
寒
玉
‥「
玉
」は
高
級
な
石
。こ
こ
は
、竹
が
風
に
揺
れ
て
擦
れ
合
って
鳴
る
音
を
、玉
を
敲

い
て
出
す
冷
た
く
清
ら
か
な
音
に
喩
え
る
。杜
甫「
李
鄠
縣
丈
人
胡
馬
行
」「
頭
上
鋭
耳
批
秋

竹
、脚
下
高
蹄
削
寒
玉
。」（『
全
唐
詩
』卷
二
一
七
）

●
06
激
‥
激
し
く
ぶ
つ
か
り
流
れ
る
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。「
登
真
洞
」の
注
に
引
い
た『
明
一

統
志
』の
通
り
で
あ
る
と
す
れ
ば
、滝
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。あ
る
い
は『
元
和
郡
縣
圖
志
』

卷
二
二・山
南
道
三・鳳
州「
兩
當
縣
、…
…
鸑
鷟
山
、在
縣
西
二
十
里
。尚
婆
水
、今
名
石
磐
水
。

水
多
磐
石
、因
以
爲
名
。俗
語
音
訛
、故
云
尚
婆
。」の「
石
磐
水
」と
関
係
が
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。

　
『
藝
文
類
聚
』卷
三
二・人
部
十
六・閨
情「
晉
潘
岳
内
顧
詩
曰
、…
…
春
草
鬱
青
青
、桑
者
何
弈

弈
。芳
林
振
丹
榮
、淥
水
激
素
石
。」

●
06
丹
砂
‥『
道
教
事
典
』「
丹
砂
」（
赤
堀
昭
執
筆
）に「
辰
砂
と
か
朱
砂
と
も
い
う
。鮮
紅
色
で

光
沢
が
あ
り
、非
常
に
重
く
て
や
わ
ら
か
な
鉱
物
で
、叩
く
と
平
た
く
裂
け
る
。天
然
に
産
す

る
硫
化
水
銀
の
結
晶
で
、時
に
自
然
水
銀
の
微
少
な
銀
白
色
の
粒
を
混
入
す
る
。」（
傍
線
‥
川

口
）と
あ
る
。『
抱
朴
子
』金
丹「
凡
草
木
燒
之
卽
燼
、而
丹
砂
燒
之
成
水
銀
、積
變
又
還
成
丹

砂
。…
…
世
人
少
所
識
、多
所
怪
、或
不
知
水
銀
出
於
丹
砂
、告
之
終
不
肯
信
、云
丹
砂
本
赤

物
、從
何
得
成
此
白
物
。」

　

お
そ
ら
く
登
真
堂
の
周
囲
は
丹
砂
の
地
層
が
露
出
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

●
06
素
鱗
‥
白
い
魚
。「〔
鱗
〕は
魚
を
意
味
す
る
詩
語
。」（
吉
川
幸
次
郎・興
膳
宏『
杜
甫
詩
注

第
一
冊
』「
麗
人
行
」、岩
波
書
店
、二
〇
一
二
年
）。た
だ
し
こ
こ
は
、次
の
用
例
か
ら
、龍
の
白

い
う
ろ
こ
を
意
味
し
、ま
た「
丹
砂
」の
地
層
の
縞
模
様
の
比
喩
で
あ
る
と
も
思
わ
れ
る
。『
藝

文
類
聚
』卷
四
四・樂
部
四・笙「
晉
王
廙
笙
賦
曰
、…
…
舞
靈
蛟
之
素
鱗
、銜
明
珠
於
帶
垂
。」。

『
同
』卷
三
八・禮
部
上・宗
廟「
宋
鄭
鮮
之
行
經
張
子
房
廟
詩
曰
、…
…
紫
煙
翼
丹
虬
、靈
媼

悲
素
鱗
。」。な
お
、本
田
濟『
抱
朴
子
内
篇
』（
平
凡
社
東
洋
文
庫
、一
九
九
〇
年
）「
金
丹
」篇

の
訳
注
に
載
せ
ら
れ
た「
宜
州
丹
砂
」の
図
を
参
照
さ
れ
た
い
。

●
07
自
是
‥
も
と
も
と
。自
然
と
。

●
07
変
異
‥
人
知
で
は
は
か
れ
な
い
超
常
的
現
象
。不
思
議
な
現
象
。

●
08
肯
‥
〜
す
る
気
が
あ
る
。

●
08
踪
跡
‥「
踪
」は「
蹤
」に
同
じ
。前
人
の
お
こ
な
っ
た
事
が
ら
。事
跡
。残
さ
れ
た
痕
跡
。

●
08
紅
塵
‥
雑
踏
に
た
ち
の
ぼ
る
、日
光
に
照
ら
さ
れ
紅
く
な
っ
た
塵
。俗
世
間
。班
固「
西
都
賦
」

「
内
則
街
衢
洞
達
、閭
閻
且
千
。九
市
開
場
、貨
別
隧
分
。人
不
得
顧
、車
不
得
旋
。闐
城
溢

郭
、旁
流
百
廛
。紅
塵
四
合
、煙
雲
相
連
。」

【
補
説
】                             

本
稿
上
篇『
舊
唐
書
』張
果
列
傳
の「
玄
宗
」の
注
に
示
し
た
よ
う
に
、玄
宗
は
道
教
に
深
く
傾

倒
し
て
い
た
。大
室
幹
雄
氏
は
例
に
よ
って
そ
れ
を
皮
肉
な
筆
致
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

文
明
に
対
す
る
タ
オ
イ
ズ
ム
の
主
要
な
関
連
は
、原
始
タ
オ
イ
ズ
ム
以
来
そ
れ
が
持
ち
伝

え
て
き
た
自
然
主
義
的
な
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
、極
点
で
は
蒙

オ
ブ
ス
キ
ユ
ラ
ン
テ
ィ
ズ
ム

昧
主
義
に
通
じ
る
反
文
化

的
な
理
念
、脱
都
市
的
な
志
向
、こ
と
ば
の
否
定
、無
政
府
的
な
行
為
、分
割
と
秩
序
の
否

定
、渾
沌
へ
逆
行
し
よ
う
と
す
る
衝
動
に
お
い
て
の
み
意
義
を
有
し
て
い
た
…
…
儒
教
は
単

純
で
退
屈
だ
か
ら
安
全
だ
け
れ
ど
、道
教
は
お
も
し
ろ
く
て
、や
が
て
恐
ろ
し
く
危
険
だ
っ
た

と
い
い
か
え
る
こ
と
も
で
き
る
。だ
が
、ふ
つつ
か
な
皇
帝
李
隆
基
は
道
教
に
本
源
的
な
危
険

を
ま
っ
た
く
感
知
す
る
こ
と
な
く
、得
意
な
笛
を
吹
き
で
も
す
る
よ
う
に
タ
オ
の
表
層
で
遊

び
散
ら
し
た
。（『
遊
蕩
都
市
』第
四
章「
遊
蕩
都
市
の
笑
劇
と
祝
祭
」、三
省
堂
、一
九
九
六

年
）

ま
た
、吉
川
忠
夫
氏
は「
玄
宗
の
老
子
に
対
す
る
尊
崇
の
念
」（
大
室
流
に
は「
遊
び
散
ら
し
」）

に
乗
じ
て
、道
士
た
ち
が「
さ
ま
ざ
ま
な
思
惑
」を
持
って
活
動
し
た
こ
と
を
簡
潔
に
紹
介
し
て
い
る

（『
中
国
古
代
人
の
夢
と
死
』第
五
章「
道
教
の
旅
」、平
凡
社
、一
九
八
五
年
）。

な
ら
ば
、本
稿
三
篇
で
訳
注
を
試
み
た
文
献
は
、玄
宗
皇
帝
の
道
教
尊
崇・遊
び
散
ら
し
と
、そ
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れ
に
乗
ず
る
食
え
な
い

0

0

0

0

道
士
と
い
う
士
人
の
生
態
を
伝
え
る
記
録
の
一
端
で
あ
っ
た
と
も
捉
え
る

こ
と
も
で
き
よ
う
。

そ
し
て
こ
の
文
脈
で
、張
果「
題
登
眞
洞
」詩
に
戻
って
、当
詩
の
制
作
時
期
が
判
明
し
て
い
な
い

の
を
承
知
の
上
で
述
べ
る
と
、末
二
句「
自
是
神
仙
多
變
異
、肯
教
踪
跡
掩
紅
塵
」の
上
句
は
、即

位
当
初「
変
化
不
測
を
聞
く
に
及
び
て
之
れ
を
疑
」って
い
た
玄
宗
が
、張
果
の
様
々
な
妖
術
を
目

の
当
た
り
に
し
て
そ
れ
を
信
ず
る
こ
と
に
な
っ
た
話
柄（『
舊
唐
書
』張
果
列
傳
）と
交
響
し
て
い
る

し
、下
句
は
玉
真
公
主
を
嫁
に
や
ろ
う
と
す
る
く
ら
い
張
果
に
ぞ
っ
こ
ん
と
な
っ
た
玄
宗
に「
登
眞

洞
」に
対
す
る
莫
大
な
援
助
を
求
め
る
と
い
う
し
た
た
か
な
意
図
を
読
み
出
す
こ
と
も
で
き
る
だ

ろ
う
。

【
上
篇・中
篇　

補
注
】

＊
ご
教
示
頂
い
た
先
生
方
の
お
名
前
を
挙
げ
さ
せ
て
頂
き
ま
す
が
、責
任
は
川
口
に
あ
り
ま
す
。

（
1
）上
篇
九
二
頁・下
段「
玄
宗
因
從
容
」‥「
從
容
」に
は「
事
情
を
知
って
い
る
の
だ
が
、何
食
わ

ぬ
顔
を
し
て
さ
り
げ
な
く
」と
い
う
意
味
が
あ
り
、こ
こ
も
そ
れ
に
あ
た
る
。書
き
下
し
文
は

「
玄
宗　

因
り
て
従
容
と
し
て
」と
な
る（
三
浦
國
雄
先
生
ご
教
示
）。こ
の
方
が
、拙
案
に

比
べ
て
、前
と
の
つ
な
が
り
が
断
然
よ
く
な
る
。

（
2
）中
篇
二
八
頁 

・「
道
士
葉
法
善
」‥『
道
教
事
典
』「
葉
法
善
」（
遊
佐
昇
執
筆
）に「
唐
の
高

宗
か
ら
玄
宗
頃
の
道
士
。…
…
代
々
道
士
を
出
す
家
に
生
ま
れ
、父
の
葉
国
重
も
有
道
先

生
と
諡
さ
れ
る
道
士
で
あ
り
、韋
后
の
側
近
で
あ
っ
た
葉
静
能
と
も
血
縁
で
あ
る
。隋
の
大

業
年
間
に
生
ま
れ
、唐
の
開
元
8
年（
7
2
0
）に
1
0
7
歳
で
昇
仙
し
た
と
さ
れ
る
。」と

あ
る
。卒
年
が
開
元
八
年
で
あ
る
な
ら
ば
、張
果
が
玄
宗
に
謁
見
す
る
開
元
二
一
、二
年
と

い
う
物
語
の
時
間
と
齟
齬
が
出
る（
葉
法
善
が
著
名
な
道
士
で
あ
る
こ
と
に
気
付
い
た
の

は
、澤
崎
久
和
先
生
の
ご
教
示
に
よ
る
）。ま
た
、赤
井
益
久・岡
田
充
博・澤
崎
久
和「『
河
東

記
』訳
注
稿（
三
）」（『
名
古
屋
大
學
中
国
語
学
文
学
論
集
』二
九
、二
〇
一
五
年
）「
第
四
話

　

葉
靜
能
」（
澤
崎
担
当
）の【
参
考
】を
参
照
。

（
3
）中
篇
三
八
頁・上
段「
22
屈
」‥「
屈
請（
ま
げ
て
お
い
で
い
た
だ
く
）」の
意
味
で
、仏
典・道
書

に
散
見
さ
れ
る（
澤
崎
先
生
ご
教
示
）。こ
の
方
が
解
釈
に
無
理
が
な
い
。
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張果関連文献訳注稿（下）

Translations and Notes of Documents Relating to Zhang Guo 張果 Part 3

KAWAGUCHI Yoshiharu
（Chinese Literature)

Abstract

Zhang Guo 張果 is well known as one of the Baxian 八仙 or the Eight Immortals of Daoism. 
This paper contains  the  following translations and notes of documents  that are  fundamental  to research 

relating to Zhang Guo:
      (1) Jiutangshu Zhang Guo zhuan　『舊唐書』張果傳
      (2) Xintangshu Zhang Guo zhuan 　『新唐書』張果傳
      (3) Xintangshu Yiwenzhi　『新唐書』藝文志
      (4) Songshi Yiwenzhi 　『宋史』藝文志
      (5) Quantangwen Zhang Guo zhuan　『全唐文』小傳
      (6) Quantangshi  Zhang Guo zhuan  『全唐詩』小傳
      (7) Taipingguangji “Zhang Guo” 　『太平廣記』「張果」
      (8) An episode of Xuanshizhi 『宣室志』 in which Zhang Guo is the lead character.
      (9) Li Qi “Ye Zhang Guo Xiansheng”(verse) 　李頎「謁張果先生」詩
      (10) Zhang Guo “Daoti Lun Xu” 　張果「道體論序」
      (11) Zhang Guo “Huangdi Yinfu Zhu Xu” 　張果「黃帝陰符注序」
      (12) Zhang Guo “Taishang Jiuyao Xinyin Miaojing Xu” 　張果「太上九要心印妙經序」
      (13) Zhang Guo “Ti Dengzhendong”(verse) 　張果「題登眞洞」詩
This paper is divided into 3 parts. Publication part 3 is (10)-(13). Part 1 and Part 2 were published last year. 

Part 1 is (1)-(6) and most of (7). Part 2 is the remainder of (7), and (8) and (9) . 




