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郭
象
の
『
荘
子
注
』
に
つ
い

て

黄連

錦
　
鉱

清
吉
繹

　
郭
象
は
字
は
子
玄
、
河
南
の
人
。
晋
書
の
郭
象
傳
を
み
て
み
ま
す
と
、
彼
一
生
の
前
半
の
生
活
は
ひ
た
す
ら
老
荘
を
専
攻
し
、
し
ば

し
ば
朝
廷
か
ら
招
か
れ
ま
す
が
、
出
仕
を
肯
ん
ぜ
ず
し
て
、
隠
逸
の
士
の
よ
う
に
生
き
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
彼
は
チ
ャ
ン
ス
を

得
て
、
留
学
の
主
簿
と
な
り
、
才
能
を
発
揮
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
や
が
て
重
要
な
地
位
に
も
つ
き
権
力
も
に
ぎ
っ
て
、
内
外
に
高

名
に
も
な
り
ま
す
の
で
、
彼
の
出
仕
以
後
の
生
活
は
非
常
に
快
適
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
た
く
さ
ん
の
人
が

彼
の
前
後
め
全
く
違
っ
売
生
活
ぶ
り
を
慨
嘆
し
な
が
ら
批
判
し
ま
す
。
例
え
ば
、
誓
書
本
伝
は
彼
が
権
力
を
に
ぎ
っ
た
後
、
　
「
も
と
も

と
の
主
張
を
全
て
捨
て
去
っ
た
」
と
い
い
ま
す
。
ま
た
、
彼
の
友
人
で
あ
る
庚
数
も
彼
が
太
傅
の
主
簿
と
な
っ
た
の
ち
、
慨
嘆
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
あ
な
た
は
世
の
中
の
役
に
た
つ
人
物
で
す
が
、
私
の
窪
き
の
日
の
思
い
は
全
く
な
く
な
り
ま
し
た
」
と
い
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

も
し
わ
れ
わ
れ
が
綜
合
的
に
郭
象
の
前
後
異
っ
た
生
活
が
な
ぜ
そ
う
だ
っ
た
の
か
を
研
究
し
た
な
ら
ば
、
彼
が
老
荘
思
想
を
専
攻
し
て
、

隠
逸
的
な
生
活
を
過
t
た
の
も
た
だ
将
来
出
仕
す
る
た
め
の
準
備
で
あ
っ
た
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
容
易
に
見
出
す
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま

す
。
つ
ま
り
、
郭
象
は
荘
子
の
思
想
を
通
じ
て
、
彼
自
身
の
政
治
理
論
を
そ
こ
に
見
出
し
た
の
で
す
。
い
い
か
え
る
と
、
老
荘
研
究
は

原
因
や
手
段
で
あ
り
、
要
路
で
権
力
を
に
ぎ
る
こ
と
こ
そ
、
か
れ
の
結
果
で
あ
り
、
目
的
だ
っ
た
の
で
す
。
従
っ
て
、
後
の
人
は
郭
象

の
素
行
が
悪
い
と
批
判
す
る
が
、
彼
が
向
秀
の
『
荘
子
注
』
を
ぬ
す
ん
で
自
分
の
作
品
と
し
て
使
っ
た
こ
と
以
外
に
は
、
決
し
て
郭
象

の
素
行
の
悪
さ
を
指
摘
し
て
は
い
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
も
し
、
わ
れ
わ
れ
が
、
彼
は
老
荘
研
究
を
手
段
と
し
て
利
用
し
な
が
ら
政
治
的
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な
目
的
を
達
成
し
た
と
説
い
て
、
彼
の
素
行
の
悪
さ
の
例
証
と
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
十
分
に
適
切
な
こ
と
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

二

　
『
荘
子
注
』
は
郭
象
の
政
治
思
想
の
成
果
と
い
う
べ
き
も
の
で
す
。
文
士
伝
で
は
、
郭
象
が
『
荘
子
注
』
を
作
り
、
最
も
「
清
辞
逡

旨
」
で
あ
る
と
い
い
ま
す
。
　
「
逡
旨
」
と
い
う
の
は
、
文
章
に
説
得
力
が
あ
る
と
い
う
意
味
で
す
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
色
濃
く

彼
自
身
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
郭
象
は
『
荘
子
』
の
字
句
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
余
り
気
を
つ
け
て
い
ま
せ
ん
。
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例
え
ば
、
　
「
鰻
、
鵬
の
実
態
は
私
は
ま
だ
詳
ら
か
に
し
ま
せ
ん
」
な
ど
と
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
荘
子
の
思
想
内
容
に
対
し
て
は
、
大

い
に
真
義
を
発
揮
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
発
揮
し
た
真
義
は
彼
の
政
治
思
想
の
根
拠
と
な
り
ま
し
た
。
で
は
、
い
っ
た
い
彼
の
政
治
思

想
の
根
拠
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
ず
、
彼
の
「
適
遙
遊
」
篇
の
注
に
つ
い
て
み
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
　
夫
荘
子
之
大
意
、
百
工
迫
女
遊
放
、
無
為
而
自
得
。
二
極
強
大
之
致
、
以
明
性
分
之
適
。
達
観
之
士
、
宜
要
賃
量
帰
主
君
其
所
寄
、
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不
足
事
事
曲
与
生
説
、
自
不
害
其
弘
旨
、
皆
可
略
三
三

こ
れ
は
『
荘
子
注
』
の
全
体
要
旨
で
あ
り
、
も
っ
と
も
説
得
力
の
あ
る
と
こ
ろ
と
い
え
ま
す
。
ま
た
、
荘
子
の
大
意
を
「
無
為
而
自
得
」
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に
ほ
か
な
ら
な
い
と
も
い
っ
て
お
り
ま
す
。
　
「
無
為
」
と
は
「
小
里
の
旨
を
極
め
る
」
こ
と
を
い
い
、
　
「
自
得
」
と
は
「
性
分
に
適
る
」

こ
と
と
い
い
ま
す
。
こ
れ
は
全
て
『
荘
子
注
』
の
大
意
で
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
郭
象
自
身
の
見
解
を
提
出
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
郭
象
は
自
分
の
見
方
を
提
出
し
な
が
ら
、
一
方
で
は
他
人
に
誤
解
さ
れ
る
こ
と
、
も
し
く
は
他
人
に
反
対
さ
れ
る
こ
と
を
恐

れ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
「
七
島
の
士
は
荘
子
の
本
旨
を
も
と
め
て
、
荘
子
の
理
由
づ
け
は
遺
て
た
ほ
う
が
よ
い
、
種
種
の
こ
と
を

曲
げ
て
荘
子
に
従
う
必
要
が
な
い
」
と
も
い
う
の
で
す
。

　
も
と
も
と
『
荘
子
』
の
篇
章
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
し
か
し
郭
象
は
そ
の
一
部
を
「
偏
狭
な
見
解
を
持
っ
た
者
は
荘
子
の
宏
大
な
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趣
旨
に
通
じ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
し
か
も
み
だ
り
に
奇
怪
な
説
に
墨
入
す
る
」
と
い
う
見
方
を
と
っ
て
、
あ
る
も
の
は
『
山
海
経
』
の

よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
あ
る
も
の
は
『
占
吉
書
』
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
荘
子
の
本
義
に
合
わ
な
い
か
ら
と
し
て
、
こ
れ

ら
を
す
べ
て
刑
除
し
て
、
今
本
の
三
十
三
篇
『
荘
子
』
に
編
成
し
た
わ
け
で
す
。
こ
の
三
十
三
篇
の
内
容
は
も
ち
ろ
ん
郭
象
の
「
荘
子
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の
こ
と
づ
け
を
遺
て
る
」
や
「
言
外
に
意
味
を
も
た
せ
る
」
と
い
う
要
旨
と
適
合
す
る
も
の
で
し
た
。
そ
こ
で
、
こ
う
い
う
理
由
が
あ

る
の
で
、
た
と
え
彼
の
注
釈
の
内
容
が
荘
子
の
本
義
に
合
わ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
「
言
外
に
意
味
を
も
た
せ
た
」

も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
、
容
易
に
言
い
開
き
が
出
来
た
わ
け
で
す
。
こ
の
理
屈
が
わ
か
っ
て
、
は
じ
め
て
郭
象
の
政
治
論
の
内
灘
も
知

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

三

　
郭
象
は
「
言
外
に
意
味
を
も
た
せ
る
」
こ
と
を
い
っ
て
お
り
ま
す
が
、
彼
が
い
う
「
無
為
」
と
い
う
こ
と
は
、
実
は
「
有
為
」
で
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
い
う
と
こ
ろ
の
「
自
ら
生
℃
る
」
こ
と
も
、
既
に
存
在
し
て
い
る
物
質
の
作
用
を
拒
否
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
従
っ

て
、
彼
は
「
大
宗
師
」
篇
の
注
に
、

　
　
所
謂
無
為
之
業
、
三
三
黙
三
三
也
。
所
謂
塵
垢
之
外
、
非
伏
髄
様
林
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
か

と
い
い
ま
す
る
郭
象
の
「
無
為
」
の
意
味
は
、
人
間
が
手
を
束
ね
て
何
事
も
せ
ず
に
黙
っ
て
い
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
は

何
な
の
か
。
郭
象
の
考
え
は
、
無
為
と
は
相
対
的
な
こ
と
で
、
自
ら
が
為
す
べ
き
こ
と
を
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ

で
、
郭
象
は
「
無
為
」
と
「
有
為
」
と
の
区
別
を
「
天
道
」
篇
の
注
で
次
の
よ
う
に
は
っ
き
り
述
べ
て
お
り
ま
す
。

　
　
夫
工
人
無
為
於
刻
木
、
而
有
為
悪
用
斧
。
主
上
無
為
於
親
事
、
而
有
為
需
用
臣
。
臣
能
親
事
、
主
能
用
土
。
斧
能
刻
木
、
千
三
能

　
用
斧
。
各
回
三
三
則
天
理
自
然
、
非
有
為
也
。

こ
こ
で
、
大
工
は
木
に
彫
り
つ
け
な
い
が
、
斧
の
使
い
方
に
習
熟
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
大
工
は
木
に
彫
り
つ
け
な
い
こ
と
で
は
無
為

で
す
が
、
斧
の
使
い
方
に
習
熟
し
て
い
る
こ
と
で
は
有
為
な
の
で
す
。
つ
ま
り
、
郭
象
は
政
治
の
や
り
方
と
し
て
は
無
為
を
標
解
す
る

け
れ
ど
も
、
実
際
に
は
有
為
で
す
。
た
だ
各
々
自
分
の
や
る
べ
き
事
を
自
分
で
や
れ
ば
よ
い
と
い
う
の
で
す
。
さ
て
、
　
「
大
工
は
木
に

刻
こ
と
に
は
無
為
で
あ
る
が
、
斧
を
用
い
る
こ
と
に
は
有
為
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
か
ら
推
察
す
る
と
、
君
主
は
政
治
に
対
し
て
は
無

為
で
あ
る
が
、
臣
下
を
任
用
す
る
こ
と
に
お
い
て
は
有
為
で
あ
る
わ
け
で
す
。
郭
象
は
こ
う
い
つ
た
。
各
々
が
自
分
の
為
す
べ
き
こ
と

を
す
る
こ
と
を
全
て
無
為
と
解
釈
す
る
の
で
す
。
だ
か
ら
、
　
「
臣
下
は
専
ら
政
治
の
事
を
や
る
が
、
君
主
は
能
く
賢
い
大
臣
を
登
用
す

一3一



る
。
こ
れ
は
鋭
い
斧
が
木
を
刻
み
、
大
工
が
斧
を
用
い
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
各
々
自
分
の
仕
事
を
自
分
で
や
る
こ
と
で
、
こ
れ
ば
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

道
の
自
然
で
あ
っ
て
、
L
決
し
て
有
為
で
は
な
い
」
と
い
う
の
で
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
郭
象
の
政
治
論
の
理
想
は
「
迫
撃
遊
」
篇
の
注

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ

に
あ
る
「
適
性
旨
　
（
い
わ
ゆ
る
「
性
に
よ
る
」
）
が
学
説
の
中
心
で
、
そ
れ
は
「
物
の
本
質
に
因
循
し
て
、
人
の
本
性
に
適
る
」
と
い

う
意
味
と
同
じ
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
以
上
か
ら
、
郭
象
の
『
荘
子
注
』
の
要
旨
は
、
彼
の
政
治
思
想
の
根
拠
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。

　
「
適
性
」
と
い
う
思
想
か
ら
考
え
ま
す
と
、
半
里
は
君
と
臣
が
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
本
分
を
守
る
と
い
う
理
想
的
な
社
会
を
望
ん
で
い

た
よ
う
で
す
。
そ
れ
は
彼
の
い
う
無
為
の
政
治
の
実
現
と
い
う
こ
と
で
、
も
し
そ
う
で
な
く
、
　
「
君
主
が
臣
下
の
事
を
代
っ
て
行
う
な

ら
ば
、
そ
れ
は
君
主
の
為
す
べ
き
こ
と
で
な
い
。
」
こ
の
よ
う
に
君
主
が
為
す
べ
き
で
な
い
こ
と
を
す
る
の
を
郭
象
は
、
そ
の
君
主
を

「
非
主
」
と
名
づ
け
ま
し
た
。
同
じ
く
、
も
し
「
臣
乗
主
用
」
と
い
う
こ
と
あ
れ
ば
、
つ
ま
り
臣
下
が
君
主
の
権
力
を
に
ぎ
っ
て
官
吏

を
任
用
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
臣
下
の
為
す
べ
き
職
務
内
の
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
臣
下
を
、
郭
象
は
「
非
臣
」
と
名
づ
け
ま

し
た
。
要
す
る
に
君
と
臣
は
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
本
分
に
安
ん
じ
て
、
上
下
皆
才
能
を
尽
く
す
、
こ
れ
が
無
為
の
政
治
と
い
う
こ
と
な
の

で
す
。
こ
の
よ
う
な
論
議
は
や
は
り
「
適
性
」
の
思
想
か
ら
発
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
郭
象
の
『
荘
子
注
』
は
全

て
こ
の
観
点
か
ら
説
か
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
「
在
宥
」
篇
の
注
に

　
　
君
位
無
為
而
委
百
官
、
百
官
有
所
控
堤
君
刷
掃
焉
。
二
者
倶
以
不
為
而
自
得
、
則
君
道
逸
、
臣
道
労
、
労
逸
之
際
、
不
可
同
日
而

　
論
之
也
。
不
察
則
君
位
齪
　
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

と
い
い
ま
す
。
ま
た
、
　
「
天
道
」
篇
の
注
で
は
、

　
　
夫
在
上
者
、
曽
於
不
能
無
為
壁
代
人
臣
之
所
司
。
使
餐
翻
不
得
行
替
明
断
、
黒
雲
不
得
施
其
黒
瀬
、
則
群
脱
失
其
呈
上
主
上
困
於

　
役
　
。

と
い
っ
て
い
ま
す
。
君
と
臣
が
本
分
を
守
る
こ
と
が
国
を
治
め
る
こ
と
の
か
な
め
で
、
本
分
を
守
る
こ
と
が
、
則
ち
「
無
為
」
な
の
で

す
。
さ
て
、
郭
象
が
い
う
「
無
為
」
は
当
然
天
下
太
平
の
意
味
を
含
ん
で
い
る
わ
け
で
、
も
し
君
と
臣
が
本
分
を
守
ら
な
い
な
ら
ば
、

そ
れ
は
天
下
を
混
乱
に
導
く
も
の
な
の
で
す
。
郭
象
は
西
晋
の
乱
れ
た
時
に
身
を
置
い
て
、
　
「
適
性
守
分
」
の
説
を
述
べ
た
わ
け
で
す

が
、
こ
れ
は
事
に
よ
せ
て
論
議
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
す
が
、
少
な
く
と
も
自
分
の
体
験
か
ら
構
想
し
た
も
の
だ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
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り
ま
せ
ん
。

四

　
郭
象
の
君
と
臣
が
自
分
の
本
分
を
守
る
を
い
う
政
治
論
は
、
彼
の
「
無
為
自
然
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
ら
考
え
ま
す
と
、
こ
う
し

た
政
治
倫
理
は
先
天
的
に
用
意
さ
れ
た
も
の
で
、
後
天
的
に
追
求
し
て
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、

郭
象
は
後
天
的
な
追
求
、
つ
ま
り
作
為
は
、
社
会
的
混
乱
を
惹
き
起
す
も
と
だ
と
考
え
る
の
で
す
。
従
っ
て
彼
は
小
さ
い
も
の
も
、
大

き
い
も
の
も
、
　
「
性
分
」
、
つ
ま
り
も
ち
ま
え
は
す
べ
て
天
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
、
大
き
い
も
の
は
自
ら
を
誇
る
べ
き

で
な
く
、
小
さ
い
も
の
も
大
き
い
も
の
を
う
ら
や
む
必
要
は
な
い
。
各
人
が
自
分
の
「
性
分
」
、
も
ち
ま
え
を
追
求
し
た
な
ら
ば
、
そ

れ
は
全
て
「
分
を
守
る
」
と
い
う
要
求
に
合
致
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
「
養
生
主
」
篇
の
注
に
、

　
　
天
性
所
受
、
各
有
本
分
、
不
可
逃
、
亦
不
可
加
。

と
い
う
こ
と
で
は
っ
き
り
い
い
ま
し
た
。
則
ち
「
性
分
」
、
も
ち
ま
え
に
自
足
す
る
こ
と
は
、
天
賦
の
こ
と
で
す
か
ら
、
人
力
で
改
変

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
が

す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
も
と
よ
り
天
賦
の
も
の
で
す
か
ら
、
　
「
孝
悌
」
を
慕
う
こ
と
も
「
賢
者
」
を
尚
う
こ
と
も
意
味
は
な
い
わ

け
で
、
た
だ
そ
れ
ぞ
れ
が
、
自
ら
の
本
分
に
安
ん
じ
さ
え
ず
れ
ば
、
一
生
精
神
を
自
由
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
な
の
で
す
。
そ
う

で
は
な
く
、
ひ
た
す
ら
聖
人
賢
者
と
な
る
こ
と
を
追
求
し
た
と
す
れ
ば
、
結
果
的
に
た
だ
骨
折
り
を
す
る
だ
け
で
す
。
そ
こ
で
、
人
間

の
才
能
は
天
か
ら
賦
与
さ
れ
た
の
で
、
賢
い
も
の
は
一
生
涯
賢
く
、
愚
か
な
人
は
死
ぬ
ま
で
愚
か
な
の
で
す
。
つ
ま
り
人
間
は
途
中
で

変
る
こ
と
は
な
い
の
で
す
。
こ
う
し
た
見
方
は
勿
論
彼
の
自
然
観
か
ら
展
開
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
な
お
、
彼
の
自
然
の
意
味
は
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ば
と
　
　
に
れ
　
ま
ゆ
み

為
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
、
　
「
大
鵬
の
九
万
里
の
高
さ
に
の
ぼ
る
こ
と
と
、
小
鳩
の
楡
や
檀
の
こ
ず
え
に
や
っ
と
飛
び
つ
く
こ
と
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
　

大
災
の
八
千
年
中
春
と
し
、
八
千
年
差
秋
と
す
る
こ
と
と
、
き
の
こ
が
朝
生
え
て
ゆ
べ
に
枯
れ
る
こ
と
と
は
、
皆
、
天
賦
自
然
の
も
ち

ま
え
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
た
と
え
人
間
の
力
を
使
っ
て
も
変
え
よ
う
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
み
て
き
ま
す
と
並

製
象
の
政
治
論
は
「
そ
の
ま
ま
現
在
の
状
態
に
安
ん
じ
る
」
と
い
う
社
会
思
想
、
社
会
構
造
論
だ
と
い
え
ま
す
。
そ
こ
で
、
も
し
万
物

の
種
々
の
も
の
を
論
ず
れ
ば
、
そ
の
形
態
は
千
差
万
別
で
す
。
し
か
し
、
も
し
万
物
の
自
然
に
受
け
た
「
性
分
」
、
も
ち
ま
え
を
論
ず
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れ
ば
、
皆
、
才
能
が
あ
っ
て
、
こ
の
才
能
を
使
っ
て
、
自
ら
の
長
所
を
十
分
に
発
揮
し
つ
つ
生
存
し
て
い
る
わ
け
で
、
そ
の
ま
ま
の
存

在
の
状
態
を
変
え
る
必
要
は
な
い
し
、
ま
た
そ
れ
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
、
と
い
う
の
が
、
郭
象
の
理
想
的
な
社
会
組
織
、
．

社
会
構
造
論
な
の
で
す
。
た
だ
時
代
は
不
断
に
変
化
し
つ
づ
け
る
わ
け
で
、
そ
こ
で
郭
象
の
考
え
出
し
た
「
性
分
自
足
論
」
と
は
、
必

然
的
に
自
分
の
こ
と
を
自
分
で
や
れ
ば
よ
い
の
だ
、
と
い
う
点
で
、
社
会
の
相
互
関
係
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
、

実
社
会
か
ら
離
れ
て
そ
れ
ぞ
れ
が
本
分
に
安
ん
じ
る
と
い
う
「
無
差
別
、
無
為
の
混
沌
世
界
」
に
進
入
し
て
し
ま
う
の
で
す
。
ま
た
こ

れ
は
、
実
際
政
治
の
理
想
だ
と
も
い
え
ま
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
、
郭
象
は
実
際
の
政
治
に
か
か
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
、
彼
の
理
想
的
な

政
治
論
を
実
社
会
に
実
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
立
場
に
お
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
現
実
の
社
会
秩
序
は
守
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

上
下
階
段
に
こ
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
貧
富
貴
賎
は
な
く
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
で
、
貧
賎
富
貴
の
こ
と
は
人
間
の
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ち
ま
え
あ
っ
て
、
　
「
大
鵬
も
小
鳥
よ
り
貴
い
わ
け
で
も
な
く
、
小
鳥
も
天
の
池
ま
で
飛
ん
で
ゆ
く
大
鵬
を
羨
む
必
要
な
い
」
の
で
す
。

換
言
す
れ
ば
、
郭
象
は
君
臣
、
上
下
、
貴
賎
、
貧
富
と
い
う
対
立
は
自
ず
と
存
在
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
機
能
し
て
い
、
こ
の
間
が
ら
は
、

い
か
な
る
者
で
も
弁
別
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
に
各
々
が
自
己
の
も
ち
ま
え
に
従
っ
て
生
き
て
こ
そ
万
物
は
」
真
の
自

由
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
の
で
す
。
い
っ
た
い
郭
象
が
こ
の
よ
う
な
見
方
を
示
し
た
理
由
は
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。
恐
ら
く

一
方
で
は
、
当
時
の
思
想
傾
向
の
影
響
を
受
け
つ
つ
、
一
方
で
は
、
自
ら
要
路
に
い
て
権
力
を
に
ぎ
っ
た
彼
の
行
き
方
が
こ
れ
を
説
明

す
る
も
の
と
思
い
ま
す
。
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要
す
る
に
、
郭
象
の
政
治
思
想
は
、
人
間
が
そ
の
生
ま
れ
つ
き
の
性
の
ま
ま
に
満
足
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
「
無
為
、
自
得
」
に
よ
っ

て
、
人
間
の
相
対
的
な
差
別
を
消
失
さ
せ
、
そ
の
う
え
で
絶
対
的
な
自
由
自
在
の
境
地
に
到
ら
せ
る
。
つ
ま
り
、
郭
象
は
「
大
き
い
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
も
必
ず
し
も
余
裕
が
あ
る
で
は
な
く
、
小
さ
い
も
の
も
足
り
な
い
わ
け
で
は
な
い
」
と
い
う
万
物
斉
同
の
見
方
か
ら
、
彼
の
理
想
的

な
政
治
社
会
を
構
想
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。



　
　
〈
注
〉

ω
　
晋
書
着
五
十
、
列
伝
第
二
十
に
、

　
郭
象
真
子
玄
、
少
量
才
理
、
好
老
荘
ギ
能
物
言
。
太
艶
艶
野
壷
云
、
　
「
聴
象
語
、
如
懸
河
潟
水
、
注
門
経
端
。
」
一
遍
辟
召
、
不
就
。
常
閑
居
、
以
文

　
論
偵
娯
。
華
墨
司
徒
抵
、
稽
至
黄
門
侍
郎
。
黄
海
王
駆
引
為
太
傅
主
簿
、
手
樽
業
繋
、
遂
任
職
常
擢
、
燈
用
内
外
。
由
是
、
素
論
去
之
。

　
と
い
う
の
で
あ
る
。

②
　
晋
書
巻
五
十
、
列
傅
第
二
十
の
庚
数
伝
に

　
（
郭
）
象
後
為
太
傅
主
簿
、
任
事
専
勢
。
数
謂
聖
日
、
　
「
卿
自
是
當
斜
掛
才
、
我
疇
昔
之
意
蓮
華
蓋
　
。
」

　
と
い
う
の
で
あ
る
。

③
　
郭
象
の
『
荘
子
』
　
「
迫
遙
遊
」
篇
の
「
鰻
、
鵬
」
の
注
を
参
照
。

ω
　
郭
象
の
『
荘
子
』
　
「
遭
遙
遊
」
篇
の
冒
頭
で
あ
っ
た
「
鰻
、
鵬
」
の
説
話
の
注
を
引
用
し
た
の
で
あ
る
。

⑤
　
陸
徳
明
の
釈
文
序
録
を
参
照
。

⑥
　
郭
象
の
『
荘
子
』
　
「
天
道
」
篇
の
注
を
引
用
し
た
の
で
あ
る
。

ω
　
　
『
荘
子
』
　
「
迫
遙
遊
」
篇
を
参
照
。

⑧
『
荘
子
』
「
造
遙
遊
」
篇
を
参
照
。

⑨
郭
象
の
『
荘
子
』
．
「
遣
遙
遊
」
篇
の
注
を
引
用
し
た
の
で
あ
る
・

　
　
　
　
※
、
本
稿
は
、
平
成
二
年
度
九
州
中
国
学
会
（
琉
球
大
学
・
四
月
二
十
二
日
）
に
お
い
て
分
黄
錦
欽
氏
の
講
演
を
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
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