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は

じ
め
に

　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　

　
本
稿
は
、
『
潅
南
子
』
全
書
の
思
想
の
特
徴
や
意
義
を
解
明
す
る
試
み
の
一

環
と
し
て
、
巻
二
・
淑
真
篇
の
思
想
的
立
場
を
捉
え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

そ
の
た
め
の
考
察
の
手
順
は
以
下
の
通
り
。
ま
ず
椒
真
篇
が
示
す
道
と
は
何
か

を
把
握
し
た
上
で
、
道
の
体
得
に
基
づ
く
そ
の
統
治
の
理
論
の
構
造
を
体
系
的

に
捉
え
る
。
次
に
該
篇
が
示
す
統
治
の
形
態
の
も
つ
意
味
と
そ
の
思
想
的
立
場

の

特
徴
を
考
察
す
る
。
最
後
に
淑
真
篇
の
思
想
的
立
場
と
原
道
篇
の
そ
れ
と
の

異
同
に
つ
い
て
考
え
、
結
び
と
す
る
。

一
、

傲
真
篇
の
道

　
先
ず
初
め
に
、
淑
真
篇
が
示
す
道
と
は
何
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　
　
万
物
の
疏
躍
枝
挙
、
百
事
の
董
葉
条
梓
は
皆
一
根
に
本
づ
き
て
、
千
万
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
条
循
す
る
な
り
。

　
　
道

に
は
経
紀
条
貫
あ
り
。
一
の
道
を
得
れ
ば
、
千
枝
万
葉
を
連
ぬ
。

前
の
資
料
で
は
、
万
物
は
様
々
に
活
動
し
、
百
事
は
多
様
に
展
開
す
る
が
、

そ
れ
ら
は
全
て
道
の
一
根
に
基
づ
き
な
が
ら
千
差
万
別
に
分
岐
し
た
も
の
で
あ

る
と
い
う
。
こ
れ
と
関
連
し
て
、
後
の
資
料
で
は
、
道
に
は
経
紀
条
貫
、
つ
ま

り
一
貫
し
た
理
法
が
あ
り
、
こ
の
一
の
理
法
を
も
つ
道
を
体
得
す
れ
ば
万
事
万

端
を
連
ね
治
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
で
は
淑
真
篇
の
い
う
道
の
一
の
理

法
と
は
い
か
な
る
も
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
道

は
一
原
よ
り
出
で
、
九
門
に
通
じ
、
六
衙
に
散
じ
、
咳
培
無
き
の
宇
に

　
　
ほ
ど
こ

　
　
設
す
。
寂
箕
と
し
て
以
て
虚
無
に
し
て
、
物
に
為
す
こ
と
有
る
に
は
非
ず
、

　
　
物
の

以
て

己

に
為
す
こ
と
有
る
な
り
。

　
　
天
の

覆
う
所
、
地
の
載
す
る
所
、
六
合
の
包
む
所
、
陰
陽
の
陶
む
る
所
、

　
　
雨
露
の
濡
ら
す
所
、
道
徳
の
扶
く
る
所
は
、
此
れ
皆
一
父
母
よ
り
生
じ
て

　
　
一
和
に
閲
べ
ら
る
る
な
り
。
是
の
故
に
塊
楡
と
橘
柚
と
は
合
し
て
兄
弟
と

　
　
為
り
、
有
苗
と
三
危
と
は
通
じ
て
一
家
と
為
る
。
…
是
の
故
に
其
の
異
な

　
　

る
者
自
り
之
を
視
れ
ば
、
肝
胆
も
胡
越
な
り
。
其
の
同
じ
き
者
自
り
之
を

　
　
視
れ
ば
、
万
物
も
一
圏
な
り
。

　
ま
ず
前
の
資
料
で
は
、
道
は
一
原
か
ら
出
て
九
天
の
門
を
通
っ
て
宇
宙
の
全

体
に
散
ら
ば
り
、
そ
の
隅
々
に
ま
で
行
き
届
い
て
い
る
。
そ
の
働
き
方
は
寂
箕
・

虚
無
で
あ
り
、
万
物
に
対
し
て
自
ら
は
働
き
か
け
な
い
が
、
万
物
は
こ
れ
を
己

の

た
め
に
用
い
る
と
い
う
。
こ
れ
は
コ
原
」
、
つ
ま
り
一
の
理
法
が
道
の
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

気
の

働

き
と
し
て
展
開
す
る
こ
と
を
描
写
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
次
に
後
の
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資
料
で
は
、
天
地
・
宇
宙
に
包
ま
れ
、
陰
陽
・
雨
露
に
育
ま
れ
、
道
の
働
き
に

支

え
ら
れ
た
万
物
は
、
す
べ
て
同
じ
父
母
た
る
天
地
か
ら
生
れ
る
と
と
も
に
、

　
　
　
　
　
　

同
じ
和
気
に
統
べ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
、
だ
か
ら
塊
楡
と
橘
柚
あ
る
い

は

有
苗
と
三
危
と
い
う
組
み
合
わ
せ
も
、
樹
木
や
民
族
の
種
類
の
違
い
を
超
え

て

そ
れ
ら
は
兄
弟
・
一
家
の
関
係
に
あ
る
と
い
い
、
こ
の
点
を
補
っ
て
、
万
物

は

差
別
が

あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
と
肝
蔵
と
胆
嚢
と
の
隔
た
り
で
さ
え
北

胡
と
南
越
と
の
間
ほ
ど
の
大
き
な
開
き
が
あ
る
が
、
同
一
で
あ
る
と
い
う
観
点

か

ら
す
る
と
こ
れ
ら
は
同
類
と
し
て
括
ら
れ
る
と
い
う
。
こ
の
文
は
道
の
一
の

理
法

と
は
何
か
を
考
え
る
上
で
参
考
に
な
る
。
つ
ま
り
こ
の
文
は
道
と
は
一
気

で
あ
り
、
天
地
・
万
物
の
根
源
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
ゆ
え
天
地
・
万
物
は

根
源
的
に
一
体
だ
と
い
う
意
味
で
同
一
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
お
り
、
こ
の
万

物
斉
同
の
こ
と
わ
り
こ
そ
が
道
の
一
の
理
法
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
だ

か

ら
道
の
一
気
に
よ
る
万
物
の
生
育
は
万
物
斉
同
の
こ
と
わ
り
の
自
然
な
る
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
へ

現
の
意
味
を
も
つ
。
こ
の
よ
う
に
淑
真
篇
は
、
道
に
気
と
理
と
の
両
面
を
見
る

　
　
　
　
ら
　

の

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
考
え
に
立
っ
て
、
万
事
万
端
は
一
根
に
し
て

普
遍
な
る
道
か
ら
派
生
し
た
も
の
だ
か
ら
、
一
の
理
法
を
も
つ
道
の
体
得
こ
そ

が
万
事
万
端
を
統
べ
治
め
る
た
め
の
要
件
だ
と
し
、
さ
ら
に
前
掲
の
「
道
有
経

紀
条
貫
。
得
一
之
道
、
連
千
枝
万
葉
」
と
い
う
文
の
直
後
に
「
是
の
故
に
、
貴

く
し
て
は
以
て
令
を
行
う
こ
と
有
り
、
賎
し
く
し
て
は
以
て
卑
し
き
を
忘
る
る

こ
と
有
り
、
貧
し
く
し
て
は
以
て
業
を
楽
し
む
こ
と
有
り
、
困
し
み
て
は
以
て

危

に
処
る
こ
と
有
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
道
の
体
得
者
は
天
下
の
統
治
を
実
行

で
き
、
ま
た
処
世
に
し
な
や
か
さ
が
伴
う
と
傲
真
篇
は
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

で

は
、
道
の
体
得
と
天
下
の
統
治
や
個
人
の
処
世
と
は
い
か
に
関
連
す
る
の
だ

ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
、
得
道
の
方
法
や
内
容
は
如
何
と
い
う
問
題
と
合
わ
せ

て
、
次
節
で
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

一
一、

椒
真
篇
の
統
治
の
理
論

本
節
で

は
、
得
道
の
方
法
・
内
容
や
得
道
と
統
治
・
処
世
と
の
関
連
如
何
の

問
題
を
、
淑
真
篇
の
治
身
治
国
の
理
論
に
着
目
し
な
が
ら
考
察
し
て
い
き
た
い
。

（
1
）
道
の
体
得
と
天
下
の
統
治

　
ま
ず
道
は
い
か
に
し
て
体
得
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
か
ら
検
討
を
始
め
よ

う
。　

　
　
　
静
漠
悟
澹
は
性
を
養
う
所
以
な
り
。
和
愉
虚
無
は
徳
を
養
う
所
以
な

　
　
　
　
り
。
外
、
内
を
滑
さ
ざ
れ
ば
則
ち
性
、
其
の
宜
を
得
。
性
、
和
を
動

　
　
　
　
か

さ
ざ
れ
ば
則
ち
徳
、
其
の
位
に
安
ん
ず
。
生
を
養
い
て
以
て
世
を

　
　
　
　
わ
た

　
　
　
　
経
り
、
徳
を
抱
き
て
以
て
年
を
終
う
れ
ば
、
能
く
道
を
体
す
と
謂
う

　
　
　
　
べ
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
ど

　
　
　
　
聖
人
、
其
の
神
を
霊
府
に
託
ら
せ
て
、
萬
物
の
初
に
帰
り
、
冥
冥
に
視
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
が
や
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
か
り

　
　
　
　
無
声

に
聴
き
、
冥
冥
の
中
に
濁
り
曉
を
見
、
寂
漠
の
中
に
濁
り
照
有

　
　
　
　
り
。
其
の
之
を
用
い
る
や
用
い
ざ
る
を
以
て
し
、
其
の
用
い
ず
し
て

　
　
　
　
而

る
後
能
く
之
を
用
う
。
其
の
知
や
乃
ち
知
ら
ず
、
其
の
知
ら
ず
し

　
　
　
　
て

而

る
後
能
く
之
を
知
る
な
り
。
…
是
の
故
に
真
人
有
り
て
然
る
後

　
　
　
　
真
知
有
り
。
其
の
持
す
る
所
の
者
不
明
な
れ
ば
、
庸
証
ぞ
吾
が
所
謂

　
　
　
　

る
知
の
知
ら
ざ
る
に
非
ざ
る
を
知
ら
ん
や
。

　
前
の
資
料
で
は
、
心
を
虚
静
に
し
て
本
性
が
適
宜
を
得
る
こ
と
に
よ
り
徳
が

心

に
定
着
す
る
こ
と
を
道
の
体
得
と
す
る
。
後
の
資
料
で
は
、
聖
人
は
精
神
を

心

に
宿
ら
せ
る
と
、
そ
の
精
神
は
万
物
の
原
初
た
る
道
に
立
ち
返
り
、
冥
冥
・

寂
篁
の
中
に
独
り
光
明
を
視
る
と
い
う
。
こ
れ
は
「
真
人
」
の
「
真
知
」
と
も

表
現

さ
れ
る
よ
う
な
、
通
常
の
意
味
で
の
知
慮
を
敢
え
て
働
か
せ
な
い
こ
と
に

よ
る
、
そ
れ
よ
り
も
一
段
上
の
、
精
神
に
よ
る
道
の
認
識
を
述
べ
る
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

り
、
従
っ
て
こ
れ
は
道
の
一
気
に
よ
り
生
成
す
る
万
物
の
、
精
気
に
よ
る
道
の

認
識

を
い
う
も
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
心
を
虚
静
に
し
て
本
性
の
適

宜

を
保
ち
、
そ
こ
に
精
神
の
霊
妙
な
働
き
を
得
る
こ
と
で
は
じ
め
て
道
を
認
識

し
、
こ
れ
を
徳
と
し
て
心
に
体
得
で
き
る
と
淑
真
篇
は
す
る
の
だ
ろ
う
。
で
は

こ
の
治
身
に
よ
る
道
の
体
得
は
天
下
の
統
治
と
い
か
に
つ
な
が
る
だ
ろ
う
か
。

　
　
心
至

る
所
有
り
て
神
噌
然
と
し
て
之
に
在
り
、
之
を
虚
に
反
せ
ば
則
ち
消

　
　
礫
滅
息

す
、
此
れ
聖
人
の
游
な
り
。
故
に
古
の
天
下
を
治
む
る
や
、
必
ず

幻11（
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性
命
之
情
に
達
す
。
其
の
挙
錯
は
未
だ
必
ず
し
も
同
じ
か
ら
ざ
る
も
、
其

　
　
の

道

に
合
す
る
や
一
な
り
。

　
心
が
嗜
欲
に
惹
か
れ
る
の
を
精
神
が
踏
み
と
ど
め
こ
れ
を
虚
静
の
状
態
に
立

ち
返
ら
せ
る
と
、
心
の
嗜
欲
は
消
滅
す
る
、
こ
れ
が
聖
人
の
「
游
」
だ
と
し
た
後
、

「故
に
」
と
し
て
、
古
代
に
お
い
て
天
下
を
治
め
る
際
に
は
必
ず
「
性
命
の
情
」

に
通
達
し
た
。
統
治
の
具
体
的
在
り
方
は
同
一
で
は
な
い
が
、
道
に
合
一
し
て

い

る
点
で
は
同
じ
だ
と
い
う
。
つ
ま
り
、
安
静
・
適
宜
な
る
本
性
の
回
復
を
前

提

と
す
る
万
物
の
「
性
命
の
情
」
へ
の
通
達
、
こ
れ
が
道
と
の
A
旦
に
し
て
道

の

体
得
で
あ
り
、
古
代
に
は
こ
う
し
た
得
道
に
よ
る
天
下
統
治
が
行
わ
れ
て
い

た
と
椒
真
篇
は
す
る
の
だ
ろ
う
。

（
2
）
淑
真
篇
の
宇
宙
生
成
論

　
今
、
古
代
に
は
共
通
し
て
道
を
体
得
し
「
性
命
の
情
」
に
通
達
す
る
と
い
う

形
態
で
の
統
治
が
存
在
し
た
と
い
う
淑
真
篇
の
見
解
を
見
た
。
そ
こ
で
次
に
得

道
の
内
容
と
し
て
の
「
性
命
の
情
」
へ
の
通
達
と
は
い
か
な
る
事
態
を
指
す
か
、

ま
た
得
道
と
処
世
と
は
い
か
に
関
わ
る
の
か
に
つ
い
て
淑
真
篇
の
他
の
資
料
を

手
掛
か
り
に
考
え
て
い
き
た
い
。

　
以
下
に
淑
真
篇
の
冒
頭
の
一
節
を
分
段
し
て
掲
げ
て
お
く
。

　
　
　
始
め
な
る
者
有
り
。
未
だ
始
め
よ
り
始
め
有
る
こ
と
有
ら
ざ
る
者
有
り
。

　
　
　
未

だ
始
め
よ
り
夫
の
未
だ
始
め
よ
り
始
め
有
る
こ
と
有
ら
ざ
る
こ
と
有

　
　
　

ら
ざ
る
者
有
り
。
有
な
る
者
有
り
。
無
な
る
者
有
り
。
未
だ
始
め
よ
り

　
　
　
有
無
有
る
こ
と
有
ら
ざ
る
者
有
り
。
未
だ
始
め
よ
り
夫
の
未
だ
始
め
よ

　
　
　
り
有
無
有
る
こ
と
有
ら
ざ
る
こ
と
有
ら
ざ
る
者
有
り
。

　
　
　

A
〔
皿
〕
所
謂
る
始
め
な
る
者
有
り
と
は
、
繁
憤
未
だ
発
せ
ず
、
萌
兆

　
　
　
牙
奨
未
だ
形
増
堤
樗
有
ら
ず
、
無
無
喚
換
と
し
て
、
将
に
生
興
せ
ん
と

　
　
　
欲

し
て
未
だ
物
類
を
成
さ
ざ
る
な
り
。

　
　
　

B
〔
n
〕
未
だ
始
め
よ
り
始
め
有
る
こ
と
有
ら
ざ
る
者
有
り
と
は
、
天

　
　
　
気
始
め

て

下

り
、
地
気
始
め
て
上
り
、
陰
陽
錯
合
し
て
、
相
与
に
宇
宙

　
　
　
の

間
に
優
游
競
暢
し
、
徳
を
被
り
和
を
含
み
、
績
紛
寵
葎
し
、
物
と
接

　
　
　
せ
ん

と
欲
し
て
未
だ
兆
朕
を
成
さ
ざ
る
な
り
。

　
　
　

C
〔
1
〕
未
だ
始
め
よ
り
夫
の
未
だ
始
め
よ
り
始
め
有
る
こ
と
有
ら
ざ

　
　
　

る
こ
と
有
ら
ざ
る
者
有
り
と
は
、
天
和
を
含
み
て
未
だ
降
ら
ず
、
地
気

　
　
　
を
懐
き
て
未
だ
揚
が
ら
ず
、
虚
無
寂
箕
・
瀟
条
害
霊
と
し
て
、
彷
佛
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ま
ね

　
　
　

る
こ
と
無
く
、
気
遂
く
し
て
大
い
に
冥
冥
に
通
ず
る
者
な
り
。

　
　
　

D
〔
W
〕
有
な
る
者
有
り
と
は
、
万
物
滲
落
し
、
根
董
枝
葉
、
青
葱
苓

　
　
　
龍

と
し
て
、
整
魑
弦
煙
し
、
蝦
飛
換
動
、
蚊
行
噌
息
、
切
循
把
握
す
べ

　
　
　
く
し
て
数
量
有
る
を
言
う
。

　
　
　

E
〔
V
I
〕
無
な
る
者
有
り
と
は
、
之
を
視
れ
ど
も
其
の
形
を
見
ず
、
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と

　
　
　
を
聴
け
ど
も
其
の
声
を
聞
か
ず
、
之
を
椚
れ
ど
も
得
べ
か
ら
ず
、
之
を

　
　
　
望

め
ど
も
極
む
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
儲
与
雇
治
、
浩
浩
潮
潮
と
し
て
、

　
　
　
隠
儀
揆
度
す
べ
か
ら
ず
し
て
、
光
耀
に
通
ず
る
者
な
り
。

　
　
　

F
〔
1
1
〕
未
だ
始
め
よ
り
有
無
有
る
こ
と
有
ら
ざ
る
者
有
り
と
は
、
天

　
　
　
地

を
包
裏
し
、
万
物
を
陶
冶
し
て
、
大
い
に
混
冥
に
通
じ
、
深
閃
広
大

　
　
　

に
し
て
外
を
為
す
べ
か
ら
ず
、
毫
を
析
き
芒
を
剖
き
て
内
を
為
す
べ
か

　
　
　
ら
ず
、
環
堵
の
宇
無
く
し
て
有
無
の
根
を
生
ず
る
な
り
。

　
　
　

G
〔
1
〕
未
だ
始
め
よ
り
夫
の
未
だ
始
め
よ
り
有
無
有
る
こ
と
有
ら
ざ

　
　
　

る
こ
と
有
ら
ざ
る
者
有
り
と
は
、
天
地
未
だ
剖
れ
ず
、
陰
陽
未
だ
判
れ

　
　
　
ず
、
四
時
未
だ
分
れ
ず
、
万
物
未
だ
生
ぜ
ず
、
涯
然
平
静
、
寂
然
清
澄

　
　
　

に
し
て
其
の
形
を
見
る
こ
と
莫
き
な
り
。

　
右
は

道
か

ら
万
物
が
生
成
す
る
過
程
に
つ
い
て
、
万
物
の
「
始
」
源
と
「
有
無
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の

起
源

と
い
う
二
つ
の
観
点
か
ら
、
こ
れ
を
遡
源
的
に
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

A
～
G
の
記
号
を
付
し
た
文
は
、
そ
の
前
に
位
置
す
る
「
有
始
者
」
か
ら
「
有

未
始
有
夫
未
始
有
有
無
者
」
ま
で
の
、
『
荘
子
』
斉
物
論
篇
の
文
を
一
部
改
変

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

し
て
成
る
七
つ
の
文
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
を
解
説
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
A

～
G
の
記
号
の
直
下
の
〔
1
〕
～
〔
W
〕
の
記
号
は
便
宜
上
万
物
生
成
の
段
階

を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
万
物
の
生
成
過
程
に
即
し
て
み
る
と
、
「
始
」
の
系

列
は
C
↓
B
↓
A
と
い
う
三
段
階
と
し
て
、
ま
た
「
有
無
」
の
系
列
は
G
↓
F

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

↓
D
・
E
と
い
う
三
段
階
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、
C
と
G
、

B
と
F
の
二
組
は
万
物
生
成
の
段
階
が
一
致
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
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こ
の
一
節
全
体
と
し
て
は
【
C
・
G
】
〔
1
〕
↓
【
B
・
F
】
〔
H
〕
↓
【
A
】

〔
皿
〕
↓
【
D
・
E
】
〔
W
〕
と
い
う
四
段
階
が
想
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら

れ

る
。
こ
の
こ
と
を
文
意
に
即
し
て
見
て
い
く
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
す
な

わ

ち
、
ま
ず
C
「
有
未
始
有
夫
未
始
有
有
始
者
」
と
い
う
、
一
気
が
冥
冥
に
通

じ
、
天
地
が
各
々
気
を
含
み
な
が
ら
発
動
せ
ず
、
虚
無
・
薫
条
と
し
て
形
あ
る

も
の
の
な
い
状
態
は
、
G
「
有
未
始
有
夫
未
始
有
有
無
者
」
と
い
う
、
天
地
・

陰
陽
・
四
時
が
別
れ
ず
、
ま
た
万
物
が
生
ま
れ
ず
、
平
静
・
清
澄
と
し
て
形
あ

る
も
の
の
な
い
状
態
と
対
応
す
る
（
万
物
生
成
の
第
一
段
階
）
。
次
に
、
B
「
有

未
始
有
有
始
者
」
と
い
う
、
天
気
と
地
気
と
が
交
わ
り
、
陰
陽
二
気
が
入
り
混

じ
っ
て
宇
宙
全
体
に
伸
び
広
が
り
な
が
ら
、
物
と
し
て
の
兆
し
を
ま
だ
成
さ
な

い

と
い
う
状
態
は
、
F
「
未
始
有
有
無
者
」
と
い
う
、
一
気
が
混
冥
に
通
じ
な

が

ら
、
天
地
を
包
み
込
み
万
物
を
陶
冶
し
つ
つ
、
寸
分
の
隙
間
な
き
場
所
に
「
有

無
」
の
根
を
生
じ
た
状
態
と
対
応
す
る
（
万
物
生
成
の
第
二
段
階
）
。
さ
ら
に

A
「有
始
者
」
と
い
う
、
積
も
っ
た
気
が
発
動
せ
ず
、
い
ま
だ
物
の
形
状
を
成

し
て
い
な
い
状
態
（
万
物
生
成
の
第
三
段
階
）
が
あ
り
、
最
後
に
D
「
有
有
者
」

と
い
う
、
万
物
が
群
り
繁
茂
し
て
、
捉
え
て
数
え
量
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
と

E
「
有
無
者
」
と
い
う
、
そ
れ
を
視
聴
し
た
り
、
捉
え
た
り
、
推
し
量
っ
た
り

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
光
耀
に
通
じ
て
い
る
と
い
う
状
態
（
万
物
生
成
の
第

四
段
階
）
が
置
か
れ
て
い
る
。
「
気
遂
く
し
て
大
い
に
冥
冥
に
通
ず
る
者
」
（
C

〔1
〕
）
、
「
大
い
に
混
冥
に
通
ず
」
（
F
〔
H
〕
）
、
「
光
耀
に
通
ず
る
者
」
（
E
〔
W
〕
）

と
見
え
る
表
現
は
、
始
源
と
し
て
の
道
か
ら
万
有
及
び
無
の
発
生
に
至
る
ま
で

の

全
て

の

過
程

に
わ
た
り
そ
こ
に
道
の
一
の
理
法
が
作
用
し
て
い
る
こ
と
を
示

し
、
ま
た
最
後
に
「
有
」
の
発
生
と
併
せ
て
「
無
」
の
発
生
を
記
す
の
は
、
そ

の
後
の
有
形
の
万
物
の
活
動
や
生
滅
を
無
形
の
道
が
常
に
そ
の
背
後
か
ら
支
え

て

い

る
こ
と
を
示
す
も
の
だ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
こ
う
し
て
A
か
ら
G
ま
で
を
通

し
て
眺
め
見
る
こ
と
で
、
天
地
万
物
の
発
生
は
、
一
の
理
法
に
連
な
る
一
気
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ら
天
地
が
造
ら
れ
て
陰
陽
が
別
れ
出
で
、
陰
陽
二
気
が
混
じ
り
合
っ
て
有
形
の

万
物
が
生
成
す
る
と
い
う
過
程
を
経
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
具
体
的
イ
メ
ー
ジ

を
伴
っ
て
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
一
節
が
万
物
の
発
生
時

点
か
ら
そ
の
始
源
た
る
道
へ
と
段
階
を
追
っ
て
遡
る
形
で
記
述
さ
れ
て
い
る
点

に
改
め
て
注
意
し
た
い
。
こ
の
こ
と
に
は
い
か
な
る
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

　
　
生
を
化
す
る
者
は
死
せ
ず
、
物
を
化
す
る
者
は
化
せ
ず
。

　
　
大
塊
、
我
を
載
す
る
に
形
を
以
て
し
、
我
を
労
れ
し
む
る
に
生
を
以
て
し
、

　
　
我
を
逸
し
ま
し
む
る
に
老
を
以
て
し
、
我
を
休
わ
し
む
る
に
死
を
以
て
す
。

　
　
我
が
生
を
善
く
す
る
は
、
乃
ち
吾
が
死
を
善
く
す
る
所
以
な
り
。

　
前
の
資
料
は
万
物
を
生
み
出
し
変
化
さ
せ
る
主
体
は
変
化
し
な
い
と
す
る

が
、
こ
れ
は
恒
常
不
変
に
し
て
無
限
な
る
実
在
と
し
て
の
道
と
常
に
変
化
す
る

有
限
な
る
実
在
と
し
て
の
万
物
と
の
両
者
を
本
末
の
関
係
に
捉
え
る
も
の
で
あ

る
。
後
の
資
料
は
、
天
地
の
間
に
お
け
る
万
物
の
生
死
は
一
如
で
あ
る
こ
と
を

述
べ
る
。
こ
れ
も
万
物
の
性
命
は
常
に
変
化
す
る
有
限
の
存
在
で
あ
る
こ
と
を

意
味
し
て
い
よ
う
。
こ
れ
ら
を
参
考
に
す
る
と
、
傲
真
篇
が
道
の
造
化
の
過
程

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

を
遡
源
的
に
記
述
し
た
の
は
、
道
を
認
識
す
る
過
程
を
如
実
に
描
く
こ
と
で
有

限
・
個
別
の
万
物
に
対
比
し
て
の
根
源
た
る
道
の
無
限
性
・
普
遍
性
を
認
知
さ

せ

る
た
め
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
道
の
体
得
と
は
、
万
物
の
有
限
性
（
「
性
命
の

こ
と
わ
り

情
」
）
と
道
の
無
限
性
と
を
対
比
的
に
認
識
す
る
こ
と
で
万
物
斉
同
の
理
法
に

通
達
す
る
こ
と
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
道
の
体
得
者
は
そ
こ
で
は
じ
め

て

天
下

に
対
す
る
主
体
性
を
得
て
宇
宙
全
体
を
把
握
し
天
下
を
治
め
う
る
と
椒

真
篇
は
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
淑
真
篇
は
、

　
　
夫
の

神
掩
う
所
無
く
、
心
載
す
る
所
無
く
、
通
洞
条
達
し
、
悟
漠
無
事
に

　
　

し
て
、
凝
滞
す
る
所
無
く
、
虚
寂
に
し
て
以
て
待
つ
が
若
き
は
、
勢
利
も

　
　
誘
う
こ
と
能
は
ず
、
辮
者
も
説
ば
す
こ
と
能
は
ず
、
聲
色
も
淫
す
こ
と
能

　
　
は
ず
、
智
者
も
動
か
す
こ
と
能
は
ず
、
勇
者
も
恐
れ
し
む
る
こ
と
能
は
ず
、

　
　
此
れ
真
人
の
道
な
り
。
然
る
が
若
き
者
は
、
萬
物
を
陶
冶
し
て
、
造
化
者

　
　
と
人
と
為
り
、
天
地
の
間
、
宇
宙
の
内
、
能
く
天
遇
す
る
も
の
莫
し
。

と
述
べ
て
、
心
を
虚
静
に
保
ち
精
神
の
自
在
な
る
働
き
を
得
た
者
は
、
勢
利
・

声
色
の

誘
惑
や
弁
者
・
知
者
・
勇
者
の
存
在
に
も
心
を
動
か
さ
れ
な
い
こ
と
は

も
と
よ
り
、
造
化
者
と
一
体
化
し
つ
つ
万
物
を
陶
冶
し
う
る
と
い
う
内
容
の
「
真

人
の

道
」
を
説
く
が
、
こ
れ
こ
そ
が
先
に
見
た
古
代
の
理
想
的
な
天
下
統
治
の
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在
り
方
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、

　
　
其
の

天
下
を
有
た
ん
与
り
は
、
説
ぶ
こ
と
有
る
に
若
か
ざ
る
な
り
。
説
ぶ

　
　

こ
と
有
ら
ん
与
り
は
、
物
の
終
始
に
尚
羊
し
有
無
の
際
に
条
達
す
る
に
若

　
　
か

ざ
る
な
り
。
是
の
故
に
世
を
挙
げ
て
之
を
誉
む
る
も
勧
み
を
加
さ
ず
、

　
　
世
を
挙
げ
て
之
を
非
る
も
沮
け
を
加
さ
ず
、
死
生
の
境
を
定
め
て
栄
辱
の

　
　
理

に
通
ず
。
…
然
る
が
若
き
者
は
天
下
の
間
を
視
る
こ
と
猶
お
羽
を
飛
ば

　
　

し
芥
を
浮
か
ぶ
る
が
若
し
。
敦
か
肯
て
分
分
然
と
し
て
物
を
以
て
事
と
為

　
　
さ
ん
。

と
、
天
下
を
保
有
す
る
こ
と
は
心
に
悦
び
を
も
つ
に
は
及
ば
ず
、
心
に
悦
び
を

も
つ
こ
と
は
物
の
終
始
に
遣
遙
し
、
有
無
の
境
界
に
通
達
す
る
に
は
及
ば
な
い

と
い
う
。
こ
こ
に
い
う
「
物
の
終
始
に
造
遙
し
、
有
無
の
境
界
に
通
達
す
る
」

と
は
、
道
に
よ
る
造
化
の
過
程
を
遡
っ
て
道
を
体
得
し
「
性
命
の
情
」
に
通
達

し
た
者
の
万
物
の
陶
冶
と
い
う
形
態
で
の
天
下
統
治
の
す
が
た
を
表
現
す
る
も

の

だ
ろ
う
。
ま
た
従
っ
て
こ
う
し
た
得
道
に
よ
り
天
下
に
対
す
る
主
体
性
を
得

た
統
治
者
に
お
い
て
は
、
死
生
一
如
の
境
涯
を
得
て
世
間
の
栄
辱
の
無
意
味
さ

に
通
暁
す
る
が
ゆ
え
に
、
処
世
の
し
な
や
か
さ
を
獲
得
す
る
と
淑
真
篇
は
す
る

の

で
あ
る
。

（
3
）
仁
義
を
用
い
る
統
治
の
位
置
づ
け

　

と
こ
ろ
で
淑
真
篇
に
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
得
道
に
よ
る
統
治
と

関
連
し
て
、
仁
義
を
用
い
る
統
治
に
ふ
れ
る
資
料
が
幾
つ
か
存
在
す
る
。
そ
こ

で

そ
れ
ら
の
内
容
を
吟
味
し
て
、
淑
真
篇
が
仁
義
を
用
い
る
統
治
を
得
道
に
よ

る
統
治
に
対
し
て
い
か
に
位
置
づ
け
て
い
る
か
を
確
認
し
た
い
。

　
　
古
の

人
混
冥
の

中
に
処
る
こ
と
有
り
、
神
気
外
に
蕩
か
ず
、
万
物
悟
漠
と

　
　

し
て
愉
静
、
揚
槍
衝
杓
の
気
弥
靡
せ
ざ
る
こ
と
莫
き
も
、
害
を
為
す
こ
と

　
　
能
わ
ず
。
此
の
時
に
当
た
り
て
、
万
民
猫
狂
し
、
東
西
を
知
ら
ず
、
哺
を

　
　
含
み
て

游
び
、
腹
を
鼓
ち
て
煕
び
、
交
も
天
和
を
被
り
、
地
徳
を
食
み
、

　
　
曲
故
是
非
を
以
て
相
尤
め
ず
、
　
　
沈
沈
た
り
。
是
れ
を
大
治
と
謂
う
。

　
　
是

に
於
い
て
上
位
に
在
る
者
、
左
右
し
て
之
を
使
い
、
其
の
性
を
淫
す
こ

　
　
と
母
し
。
鎮
撫
し
て
之
を
有
ち
、
其
の
徳
を
遷
す
こ
と
母
し
。
是
の
故
に

　
　
仁
義
布
か
ず
し
て
万
物
蕃
殖
し
、
賞
罰
施
さ
ず
し
て
天
下
賓
服
す
。

　

こ
こ
で
は
「
大
治
」
な
る
古
人
の
理
想
的
な
統
治
の
姿
を
描
い
て
い
る
。
そ

れ

は
、
心
を
虚
静
に
し
て
混
冥
の
道
に
合
致
し
な
が
ら
、
天
地
の
気
を
調
和
し

て

万
物
の
本
性
を
安
静
に
保
つ
こ
と
を
旨
と
し
た
統
治
と
捉
え
ら
れ
る
が
、
こ

こ
で
は
同
時
に
そ
の
統
治
に
仁
義
や
賞
罰
を
用
い
な
か
っ
た
と
あ
る
の
が
注
意

さ
れ
る
。
道
に
も
と
つ
く
理
想
的
な
統
治
が
行
わ
れ
る
と
き
、
仁
義
・
賞
罰
な

ど
の
規
範
は
必
要
と
し
な
い
と
い
う
の
が
そ
の
趣
旨
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
淑
真

篇
は
天
下
統
治
に
お
け
る
仁
義
・
賞
罰
の
意
義
を
完
全
に
否
定
す
る
わ
け
で
は

な
い
よ
う
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
点
を
淑
真
篇
が
特
に
言
及
す
る
道
と
仁
義
と

の

関
係
に
絞
っ
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
　
趨
舎
の

行
い
の
偽
る
は
、
精
、
外
に
求
む
る
が
為
な
り
。
精
、
漱
尽
す
る

　
　

こ
と
有
り
て
、
行
い
窮
極
無
け
れ
ば
、
則
ち
心
を
滑
し
神
を
濁
ら
せ
、
其

　
　
の

本
を
惑
乱
す
。
其
の
守
る
所
の
者
定
ま
ら
ず
、
外
に
世
俗
の
風
に
淫
せ

　
　
ば
、
断
じ
て
差
跣
せ
し
所
の
者
、
内
に
以
て
其
の
清
明
を
濁
ら
す
。
是
の

　
　
故

に
躊
躇
し
て
以
て
終
わ
り
て
、
須
奥
も
悟
澹
た
る
を
得
ず
。
是
の
故
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

　
　
内
に
道
術
を
修
め
て
外
に
仁
義
を
飾
ら
ず
、
耳
目
の
宜
を
知
ら
ず
し
て
精

　
　
神
の
和
に
游
ぶ
。
然
る
が
若
き
者
は
、
下
に
三
泉
を
揆
り
、
上
に
九
天
を

　
　
尋

ね
、
六
合
を
横
廓
し
て
、
万
物
を
操
貫
す
。
此
れ
聖
人
の
游
な
り
。

　

こ
こ
で
は
、
内
面
に
道
術
を
修
め
、
精
神
の
調
和
を
得
て
、
宇
宙
・
万
物
の

全
体

に
通
達
す
る
「
聖
人
の
游
」
を
描
く
と
と
も
に
、
外
面
に
仁
義
の
行
為
を

修
飾
す
る
こ
と
に
精
神
を
寄
せ
る
こ
と
を
批
判
す
る
。
一
方
、

　
　
聖
人

に
は
達
す
る
所
有
り
。
達
す
れ
ば
則
ち
嗜
慾
の
心
外
な
り
。
孔
墨
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
か

　
　
弟
子
、
皆
仁
義
の
術
を
以
て
世
を
教
導
す
る
も
、
然
れ
ど
も
偏
る
る
を
免

　
　
れ
ず
。
身
猶
お
行
う
こ
と
能
わ
ざ
る
に
、
又
況
ん
や
教
う
る
所
を
や
。
是

　
　
れ
何

と
な
れ
ば
其
の
道
外
な
れ
ば
な
り
。
夫
れ
末
を
以
て
本
に
返
る
を
求

　
　
む

る
は
、
許
由
す
ら
行
う
こ
と
能
わ
ず
、
又
況
ん
や
斉
民
を
や
。
誠
に
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
命
の
情
に
達
す
れ
ば
仁
義
は
固
よ
り
附
す
。
趨
舎
何
ぞ
以
て
心
を
滑
す
に

　
　
足
ら
ん
。

と
あ
り
、
聖
人
は
心
を
治
め
て
「
性
命
の
情
」
に
通
達
す
る
が
、
他
方
孔
子
・
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墨
子
の
弟
子
た
ち
は
皆
仁
義
の
政
術
に
よ
っ
て
世
を
教
導
す
る
徒
労
を
犯
し
て

お

り
、
そ
れ
は
仁
義
と
い
う
外
面
の
規
範
ば
か
り
を
重
視
し
て
内
面
の
確
立
を

忘
れ

た
本
末
転
倒
の
統
治
の
在
り
方
だ
と
批
判
す
る
。
し
か
し
淑
真
篇
は
、
同

時
に
「
誠
達
干
性
命
之
情
、
而
仁
義
固
附
　
」
と
言
っ
て
、
万
物
の
「
性
命
の
情
」

に
通
達
し
て
内
な
る
根
本
を
確
立
す
れ
ば
、
末
節
た
る
仁
義
の
行
為
は
当
然
附

属

す
る
の
だ
と
い
う
。
淑
真
篇
は
、
得
道
が
成
る
と
き
、
そ
れ
に
伴
う
形
で
仁

義
の
行
為
が
行
わ
れ
る
こ
と
自
体
は
否
定
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
淑

真
篇
は
、
道
徳
と
仁
義
と
の
関
係
を
そ
も
そ
も
い
か
に
見
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ら

　
　
恵
を
積
み
厚
を
重
ね
、
愛
を
累
ね
恩
を
襲
ね
、
以
て
華
嘔
荷
姻
を
声
し
、

　
　
万
民
百
姓
を
掩
い
、
之
を
知
り
て
訴
訴
然
と
し
て
、
人
其
の
性
を
楽
し
む

　
　
は
、
仁
な
り
。
大
功
を
挙
げ
、
顕
名
を
立
て
、
君
臣
を
体
し
、
上
下
を
正
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
だ

　
　
親
疏

を
明
ら
か
に
し
、
貴
賎
を
等
し
、
危
国
を
存
し
、
絶
世
を
継
ぎ
、
學

　
　

る
る
を
決
し
煩
わ
し
き
を
治
め
、
殿
宗
を
興
し
、
後
無
き
を
立
つ
る
は
、

　
　
義
な
り
。
九
籔
を
閉
じ
、
心
志
を
蔵
し
、
聡
明
を
棄
て
、
識
無
き
に
反
り
、

　
　
芒
然
と
し
て
塵
埃
の
外
に
彷
伴
し
て
、
無
事
の
業
に
消
揺
し
、
陰
を
含
み

　
　
陽
を
吐
き
て
万
物
和
同
す
る
は
、
徳
な
り
。
是
の
故
に
道
散
じ
て
徳
と
為

　
　
り
、
徳
溢
れ
て
仁
義
と
な
り
、
仁
義
立
ち
て
道
徳
廃
る
。

　

こ
こ
で
は
仁
・
義
・
徳
と
い
う
三
つ
の
概
念
を
定
義
づ
け
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、

恩
恵
と
名
声
と
に
よ
っ
て
万
民
の
本
性
を
保
全
す
る
の
が
仁
、
大
功
・
名
声
を

立

て
、
君
臣
上
下
・
親
疏
貴
賎
の
名
分
を
明
ら
め
、
危
国
の
存
続
と
殿
宗
の
再

興
と
を
図
る
の
が
義
、
心
を
虚
静
に
し
世
俗
を
超
越
し
て
無
為
の
事
業
を
行
い
、

陰
陽
二
気
を
調
節
し
万
物
を
和
合
さ
せ
る
の
が
徳
だ
と
述
べ
、
そ
の
上
で
、
「
だ

か

ら
道
が
散
ず
る
と
徳
と
な
り
、
徳
の
度
が
過
ぎ
る
と
仁
義
と
な
り
、
仁
義
が

確
立

す
る
と
道
徳
が
廃
れ
る
」
と
道
・
徳
・
仁
義
と
い
う
三
者
の
関
係
を
述
べ

る
。
右
の
仁
・
義
・
徳
の
定
義
を
踏
ま
え
、
末
尾
の
一
文
を
解
釈
し
て
み
る
と
、

ま
ず
「
道
散
じ
て
徳
と
為
」
る
と
は
、
道
は
心
を
治
め
た
者
に
体
得
さ
れ
て
そ

こ
に
徳
と
し
て
定
着
す
る
こ
と
を
い
う
だ
ろ
う
。
次
に
「
徳
溢
れ
て
仁
義
と
為
」

る
と
は
、
徳
の
も
つ
万
物
を
養
育
す
る
機
能
の
面
が
人
の
当
為
と
し
て
過
剰
に

意
識

さ
れ
、
万
民
を
保
全
す
る
た
め
の
社
会
的
行
為
の
規
範
と
し
て
徳
か
ら
派

生

し
た
の
が
仁
義
だ
と
い
う
の
だ
ろ
う
。
最
後
の
「
仁
義
立
ち
て
道
徳
廃
る
」

と
は
、
社
会
的
規
範
と
し
て
の
仁
義
の
価
値
が
確
立
す
る
こ
と
に
な
る
と
、
道

徳
こ
そ
が
万
物
を
養
育
す
る
真
の
主
体
で
あ
る
と
の
事
実
が
無
視
さ
れ
る
と
い

う
意
味
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
淑
真
篇
は
道
徳
と
仁
義
と
を
価
値
的
に
上
下
に

区
別
す
る
が
、
仁
義
を
完
全
に
否
定
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ

の

こ
と
を
踏
ま
え
て
前
掲
の
「
道
有
経
紀
條
貫
。
得
一
之
道
、
連
千
枝
万
葉
」

と
い
う
文
の
少
し
後
に
次
の
よ
う
に
あ
る
の
に
着
目
し
た
い
。

　
　
是
の

故

に
道
を
以
て
竿
と
為
し
、
徳
を
以
て
輪
と
為
し
、
礼
楽
を
鉤
と
為

　
　
し
、
仁
義
を
餌
と
為
し
て
、
之
を
江
に
投
じ
、
之
を
海
に
浮
か
ぶ
れ
ば
、

　
　
万
物
は
紛
粉
た
る
も
、
敦
か
其
れ
有
る
こ
と
非
ざ
ら
ん
。

　

こ
れ
は
魚
釣
り
の
讐
喩
を
用
い
て
、
道
を
徳
と
し
て
身
に
体
し
な
が
ら
、
同

時
に
仁
義
・
礼
楽
を
用
い
て
万
物
を
治
め
る
と
い
う
統
治
の
在
り
方
を
是
と
し

て

提
示
す
る
も
の
だ
ろ
う
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
仁
義
は
、
徳
が
過
度
に
な
り
、

そ
こ
か
ら
万
物
の
養
育
と
い
う
機
能
の
面
が
社
会
的
行
為
の
規
範
と
し
て
派
生

し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
裏
を
返
せ
ば
、
万
物
の
養
育
と
い
う
機
能
の
面
に

お

い

て
、
道
徳
と
仁
義
と
の
間
に
は
一
筋
の
つ
な
が
り
が
保
た
れ
て
い
る
。
礼

楽

に
つ
い
て
は
淑
真
篇
に
定
義
が
な
い
も
の
の
、
別
の
箇
所
で
は
仁
義
と
併
称

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と

さ
れ
、
道
を
離
れ
た
そ
の
単
独
の
実
行
が
「
徳
を
擢
き
性
を
捲
り
、
内
に
五
臓

を
愁
え
し
め
、
外
に
耳
目
を
労
れ
し
む
」
る
俗
世
の
学
と
し
て
批
判
さ
れ
て
い

　ほ
　る

の
で
、
こ
こ
で
は
仁
義
と
同
様
、
万
物
の
養
育
と
い
う
機
能
の
面
で
道
徳
と

の

つ
な
が
り
を
有
す
る
も
の
と
見
て
お
く
。
さ
て
先
に
、
道
徳
を
差
し
置
い
て

社
会
的
規
範
と
し
て
の
仁
義
の
価
値
が
確
立
す
る
と
道
徳
は
無
視
さ
れ
廃
れ
て

し
ま
う
と
す
る
淑
真
篇
の
見
解
を
見
た
。
そ
こ
で
先
の
魚
釣
り
の
讐
喩
に
改
め

て

注
目
し
て
み
る
と
、
道
を
竿
と
す
る
の
は
道
が
宇
宙
の
根
幹
で
あ
る
こ
と
を

喩

え
、
徳
を
輪
と
す
る
の
は
徳
が
道
と
万
物
と
を
つ
な
ぐ
筋
目
で
あ
る
こ
と
を

喩

え
、
礼
楽
・
仁
義
を
そ
れ
ぞ
れ
鉤
・
餌
と
す
る
の
は
礼
楽
・
仁
義
が
道
徳
を

施
す
べ
く
万
物
を
つ
な
ぎ
と
め
る
た
め
の
装
置
で
あ
る
こ
と
を
喩
え
る
も
の
だ

ろ
う
。
つ
ま
り
淑
真
篇
は
、
道
徳
を
統
治
の
根
幹
に
据
え
な
が
ら
、
そ
の
実
現

の

た
め
の
便
宜
的
措
置
と
し
て
仁
義
・
礼
楽
を
併
用
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
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だ
か
ら
淑
真
篇
は
、
道
徳
を
根
幹
と
し
仁
義
・
礼
楽
を
補
助
と
す
る
統
治
を
、

道
の

理
法

に
従
っ
た
統
治
の
在
り
方
の
一
つ
だ
と
認
め
る
の
で
あ
る
。
先
に
淑

真
篇
が
、
仁
義
・
賞
罰
を
用
い
な
い
、
道
徳
の
み
に
よ
る
統
治
を
古
代
に
行
わ

れ

た
理
想
的
な
そ
れ
と
し
て
描
い
て
い
る
の
を
見
た
。
こ
れ
は
淑
真
篇
が
こ
の

統
治
を
最
上
の
形
態
と
認
め
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
し
か
し
淑
真
篇
は

現
実
と
し
て
は
道
徳
を
根
幹
と
し
仁
義
・
礼
楽
を
補
助
と
す
る
次
善
の
統
治
を

提
唱
す
る
の
で
あ
る
。

三
、
傲
真
篇
の
思
想
的
立
場

（
1
）
淑
真
篇
が
提
示
す
る
統
治
形
態
の
意
味

　
先
に
椒
真
篇
は
道
徳
の
み
に
よ
る
統
治
を
最
上
の
も
の
と
認
め
つ
つ
も
、
仁

義
・
礼
楽
を
併
用
す
る
次
善
の
統
治
を
提
示
す
る
こ
と
を
推
測
し
た
。
そ
れ
で

は

淑
真
篇
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
次
善
の
統
治
を
提
案
す
る
の
か
、
幾
つ
か
の
資

料
の

分
析
を
通
し
て
そ
の
意
味
を
考
え
て
い
き
た
い
。

　
　
鳥
は
千
初
の
上
を
飛
び
、
獣
は
叢
薄
の
中
を
走
り
て
、
禍
猶
お
之
に
及
ぶ
。

　
　
又
況
や
編
戸
の

斉
民

を
や
。
此
れ
に
由
り
て
之
を
観
れ
ば
、
道
を
体
す
る

　
　
者
は
専
ら
我
に
在
ら
ず
、
亦
世
に
繋
が
る
る
こ
と
有
り
。
…
故
に
世
治
ま

　
　
れ
ば

則

ち
愚
者
も
独
り
乱
す
こ
と
能
わ
ず
、
世
乱
る
れ
ば
則
ち
智
者
も
独

　
　
り
治
む
る
こ
と
能
わ
ず
。
身
濁
世
の
中
を
踏
み
て
道
の
行
わ
れ
ざ
る
を
責

　
　
む

る
や
、
是
れ
猶
お
験
験
を
両
絆
し
て
其
の
千
里
を
致
す
を
求
む
る
が
ご

　
　
と
き
な
り
。

　
淑
真
篇
は
、
得
道
者
が
道
を
行
え
る
か
否
か
は
我
が
治
身
の
如
何
だ
け
が
問

題
だ
と
い
う
の
で
は
な
く
、
時
代
の
良
否
と
い
う
身
外
の
要
因
が
深
く
関
係
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

る
と
い
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
淑
真
篇
の
作
者
が
漢
初
に
あ
っ
て
道
の
実
行
が

可
能
な
状
況
か
否
か
を
い
か
に
捉
え
て
い
た
の
か
が
問
題
に
な
ろ
う
。
こ
の
点

を
、
至
徳
の
時
代
か
ら
周
王
朝
末
期
に
至
る
ま
で
の
政
道
の
衰
え
を
記
し
た
次

の

資
料
（
画
期
と
な
る
時
代
の
名
称
を
ゴ
シ
ッ
ク
体
文
字
で
示
す
）
を
参
考
に

し
て
考
え
て
み
た
い
。

　
　
至
徳
の
世
は
、
澗
潤
の
域
に
甘
瞑
し
、
汗
漫
の
宇
に
徒
椅
し
、
天
地
を
提

　
　
摯
し
て
万
物
を
委
て
、
鴻
濠
を
以
て
景
柱
と
為
し
て
、
珍
崖
無
き
の
際
に

　
　
浮
揚

す
。
是
の
故
に
聖
人
は
陰
陽
の
気
に
呼
吸
し
、
群
生
は
顎
顎
然
為
ら

　
　
ざ
る
莫
く
、
其
の
徳
を
仰
い
で
以
て
和
順
す
。
此
の
時
に
当
た
り
て
、
之

　
　
を
領
理
決
離
す
る
こ
と
莫
く
し
て
、
隠
密
に
し
て
自
ら
成
り
、
渾
渾
蒼
蒼

　
　
と
し
て
純
撲
未
だ
散
ぜ
ず
、
労
薄
し
て
一
と
為
り
、
而
し
て
万
物
は
大
い

　
　
に
優
な
り
。
是
の
故
に
葬
の
知
有
り
と
錐
も
之
を
用
い
る
所
無
し
。
世
の

　
　
衰
う
る
に
及
び
て
や
、
伏
義
氏
に
至
り
て
は
、
其
の
道
昧
昧
芒
芒
然
と
し

　
　

て
、
徳
を
吟
じ
て
和
を
懐
き
、
被
施
す
る
こ
と
頗
る
烈
し
。
而
し
て
知
乃

　
　

ち
始
め
て
昧
昧
琳
琳
と
し
て
、
皆
其
の
童
蒙
の
心
を
離
れ
、
天
地
の
間
を

　
　
覚
視
せ
ん
と
欲
す
。
是
の
故
に
其
の
徳
は
煩
に
し
て
一
な
る
こ
と
能
わ
ず
。

　
　
乃

ち
神
農
・
黄
帝
に
至
り
て
、
大
宗
を
剖
判
し
、
天
地
を
籔
領
し
、
九
寂

　
　
を
襲
ね
、
九
勲
を
重
ね
、
陰
陽
を
提
摯
し
、
剛
柔
を
嬉
抗
し
、
萬
物
百
族

　
　
を
枝
解
葉
貫
し
て
、
各
を
し
て
経
紀
条
貫
有
ら
し
む
。
是
に
於
い
て
万
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
こ
な

　
　
は

唯
唯
肝
肝
然
と
し
て
、
身
を
疎
め
て
聴
視
を
載
わ
ざ
る
は
莫
し
。
是
の

　
　
故
に
治
ま
る
も
和
す
る
こ
と
能
は
ず
。
下
り
棲
遅
し
て
昆
吾
・
夏
后
の
世

　
　

に
至
り
、
嗜
欲
は
物
に
連
な
り
、
聡
明
は
外
に
誘
わ
れ
て
、
性
命
其
の
得

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
す

　
　
を
失
う
。
施
き
て
周
室
に
及
び
て
は
、
淳
を
澆
く
し
撲
を
散
じ
、
道
に
雑

　
　
う
る
に
偽
を
以
て
し
、
徳
を
倹
し
く
し
て
以
て
行
い
、
而
し
て
巧
故
萌
生

　
　
す
。
周
室
衰
え
て
王
道
廃
る
る
に
、
儒
墨
乃
ち
始
め
て
道
を
列
ね
て
議
し
、

　
　
徒

を
分
か
ち
て
訟
う
。
是
に
於
い
て
学
を
博
く
し
て
以
て
聖
を
疑
い
、
華

　
　
り
謳
い
て
以
て
衆
を
脅
し
、
弦
歌
鼓
舞
し
、
詩
書
を
縁
飾
し
て
以
て
名
誉

　
　
を
天
下
に
買
う
。
登
降
の
礼
を
繁
く
し
、
級
冤
の
服
を
飾
る
も
、
衆
を
聚

　
　

め
て
以
て
其
の
変
を
極
む
る
に
足
ら
ず
、
財
を
積
み
て
以
て
其
の
費
を
購

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ち
　
　
わ
す
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
す

に
足
ら
ず
。
是
に
於
い
て
万
民
始
め
て
鮭
を
備
れ
離
れ
肢
き
て
、
各
其

　
　
の
知
偽

を
行
い
て
以
て
柄
を
世
に
墾
ち
て
名
利
を
錯
択
す
る
を
求
む
。
是

　
　
の

故

に
百
姓
は
淫
荒
の
阪
に
曼
術
し
て
其
の
大
宗
の
本
を
失
う
。

　

こ
の
一
節
は
、
そ
の
直
後
に
位
置
す
る
「
世
の
性
命
を
喪
う
所
以
は
、
衰
漸

有

り
て
以
て
然
り
。
由
っ
て
來
る
所
の
者
久
し
」
と
い
う
文
に
示
さ
れ
た
、
人

のG｝伽一



彦英部南

の

性
命
の
本
来
の
在
り
方
は
時
代
の
推
移
に
伴
い
喪
失
し
た
と
い
う
認
識
の
も

と
に
書
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
至
徳
の
世
で
は
天
地
を
の

み
支
え
万
物
を
捨
て
置
く
統
治
が
行
わ
れ
た
結
果
、
一
の
理
法
は
実
現
さ
れ
て

万
物
は
そ
の
純
朴
さ
を
失
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
伏
義
氏
の
時
代
に
な

る
と
、
そ
の
道
は
な
お
純
厚
で
は
あ
っ
た
が
、
心
に
徳
と
和
を
抱
い
て
盛
ん
に

民

に
恩
恵
を
施
す
統
治
が
行
わ
れ
た
結
果
、
民
に
は
ぼ
ん
や
り
と
し
た
知
が
開

け
天
下
を
意
識
し
て
見
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
神
農
・
黄
帝
の
時
代
に
な
る

と
、
道
を
分
別
し
て
天
地
を
治
め
、
陰
陽
・
剛
柔
を
調
和
し
、
万
物
に
整
然
た

る
秩
序
を
与
え
た
結
果
、
民
は
天
下
を
凝
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
下
っ
て
昆

吾
氏

（桀
王
）
・
夏
后
氏
の
時
代
に
は
、
民
は
物
に
惹
か
れ
、
そ
の
聡
明
さ
は

外
部

に
誘
わ
れ
て
性
命
の
自
得
を
失
っ
た
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
下
っ
て
周
末
の

衰
替
期
に
は
、
儒
墨
が
党
派
の
争
い
を
展
開
し
、
名
誉
を
天
下
に
求
め
た
た
め
、

民

は
道
の
素
朴
さ
を
離
れ
、
詐
欺
を
行
う
よ
う
に
な
り
、
性
命
の
根
本
を
失
っ

て

し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
至
徳
の
時
代
の
道
の
素
撲
さ
に

従
う
統
治
か
ら
推
移
し
て
、
し
だ
い
に
統
治
者
が
人
知
を
用
い
て
道
を
分
別
し

天
地
・
万
物
を
整
序
す
る
統
治
へ
と
進
ん
だ
こ
と
が
、
民
の
本
来
素
朴
な
性
命

が
失
わ

れ

た
理
由
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
よ
う
。
そ
し
て
、
淑
真
篇
が
作
ら
れ
た

漢
初
と
い
う
時
期
は
、
周
王
朝
末
期
と
短
命
の
秦
を
挟
ん
で
接
し
て
い
る
か
ら
、

淑
真
篇
の
作
者
は
、
漢
初
を
万
物
の
本
来
素
朴
な
性
命
が
失
わ
れ
て
い
る
時
期

と
捉
え
て
い
た
と
推
測
で
き
よ
う
。
こ
こ
で
先
の
考
察
で
淑
真
篇
が
、
道
徳
を

根
幹
と
し
、
仁
義
・
礼
楽
を
補
助
と
す
る
統
治
を
提
唱
し
て
い
た
こ
と
を
想
起

し
た
い
。
こ
の
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
先
の
資
料
を
な
が
め
る
な
ら
ば
、
淑
真

篇
は
、
神
農
・
黄
帝
の
時
代
を
模
範
と
し
て
、
先
の
統
治
の
提
案
を
行
う
の
で

は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
神
農
・
黄
帝
の
時
代
の
統
治
は
素
撲
な

道

の
一
の
理
法
を
意
識
的
に
分
別
し
て
道
か
ら
天
地
・
万
物
に
至
る
ま
で
を
整

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

序

し
た
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
が
、
淑
真
篇
の
提
唱
す
る
、
道
徳
を
根
幹
と
し
、

仁
義
・
礼
楽
を
補
助
と
す
る
統
治
と
い
う
の
は
、
道
の
理
法
を
体
得
す
る
こ
と

で
万
事
万
端
を
連
ね
治
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
考
え
に
基
づ
い
て
お
り
、

両
者
に
お
け
る
統
治
の
在
り
方
が
相
似
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、

淑
真
篇
が
漢
初
の
時
期
に
在
っ
て
神
農
・
黄
帝
の
時
代
を
模
範
と
す
る
統
治
を

提
案
す
る
の
は
、
現
在
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
民
の
性
命
の
本
来
の
す
が
た

を
、
次
善
の
レ
ベ
ル
に
で
は
あ
れ
回
復
さ
せ
よ
う
と
す
る
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ

る
。
淑
真
篇
が
神
農
・
黄
帝
の
時
代
を
さ
ら
に
遡
っ
て
、
そ
の
前
の
伏
義
氏
の

時
代
や
さ
ら
に
前
の
至
徳
の
時
代
の
統
治
（
こ
れ
は
二
節
（
3
）
で
見
た
古
代

の

「大
治
」
に
相
当
す
る
だ
ろ
う
）
に
回
帰
す
る
こ
と
を
目
指
さ
な
い
の
は
、

漢
初

に
在
っ
て
、
民
の
性
命
の
本
来
性
が
喪
失
し
て
久
し
い
現
状
を
ふ
ま
え
、

統
治
の

在

り
方
の
急
激
な
転
換
は
困
難
で
あ
る
と
の
現
状
認
識
が
淑
真
篇
の
作

者
に
お
い
て
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

（
2
）
思
想
的
立
場

　

こ
れ
ま
で
の
考
察
で
は
、
淑
真
篇
が
、
道
を
天
地
・
万
物
の
根
源
と
し
て
の

一
気

と
し
、
そ
れ
ゆ
え
万
物
斉
同
（
一
）
の
理
法
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
し
た

上

で
、
道
徳
・
仁
義
礼
楽
を
本
末
に
関
係
づ
け
て
そ
れ
ら
を
併
用
す
る
統
治
を

志
向
し
、
か
つ
こ
の
統
治
の
形
態
を
神
農
・
黄
帝
の
時
代
の
統
治
を
模
範
と
し

て

設
定

す
る
、
と
し
た
。
淑
真
篇
に
は
、
こ
の
立
場
を
そ
の
根
底
に
お
い
て
支

え
る
学
問
観
が
存
在
す
る
。
こ
の
点
を
確
認
し
た
上
で
、
椒
真
篇
の
示
す
如
上

の
統
治
の
内
容
の
も
つ
思
想
的
立
場
の
特
徴
を
捉
え
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

（
i
）
学
問
観

　
淑
真
篇
に
次
の
よ
う
な
文
が
あ
る
。

　
　
　
百
家
の
異
説
は
、
各
お
の
出
つ
る
所
有
り
。
夫
の
墨
楊
申
商
の
治
道
に

　
　
　
お

け
る
が
若
き
は
、
猶
お
蓋
の
一
擦
無
く
、
輪
の
一
輻
無
き
が
ご
と
く
、

　
　
　
之
れ
有
れ
ど
も
以
て
数
を
備
う
べ
く
、
之
無
け
れ
ど
も
未
だ
用
を
害
う

　
　
　

こ
と
有
ら
ざ
る
が
ご
と
き
な
り
。
巳
に
自
ら
以
て
独
り
之
れ
を
檀
ら
に

　
　
　
す
と
為
す
も
、
天
地
の
情
に
通
ぜ
ざ
る
な
り
。

　
墨
禮
・
楊
朱
・
申
不
害
・
商
鞍
の
説
く
そ
れ
ぞ
れ
の
「
治
道
」
は
、
天
地
の

実
情
に
精
通
し
て
お
ら
ず
、
従
っ
て
蓋
の
一
捺
、
輪
の
一
輻
の
よ
う
に
、
全
体

を
支
え
る
骨
組
み
の
一
つ
で
は
あ
れ
、
そ
れ
が
欠
け
て
も
全
体
へ
の
支
障
は
生

じ
な
い
と
い
う
。
淑
真
篇
が
こ
の
よ
う
に
評
す
る
の
は
、

　
　
善
く
射
る
者
に
儀
表
の
度
有
る
こ
と
、
工
匠
に
規
矩
の
数
有
る
が
ご
と
し
。
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場立的想思の篇真椒刊南雑

　
　
此
れ
皆
以
て
妙
に
至
る
を
得
る
所
な
り
。
然
れ
ど
も
璽
仲
は
逢
蒙
と
為
る

　
　

こ
と
能
わ
ず
、
造
父
は
伯
楽
と
為
る
こ
と
能
わ
ざ
る
は
、
是
れ
一
曲
を
諭

　
　
り
て
万
方
の
際
に
通
ぜ
ず
と
日
う
な
り
。

　
と
述
べ
る
よ
う
に
、
淑
真
篇
は
「
万
方
の
際
に
通
ず
」
る
道
の
全
体
的
把
握

を
学
問
の
要
諦
と
し
、
己
自
身
は
そ
れ
を
実
現
し
て
い
る
と
の
自
覚
に
立
っ

て
、
そ
れ
と
対
比
し
て
墨
穆
・
楊
朱
・
申
不
害
・
商
鞍
の
学
は
道
の
一
曲
の
み

を
知
る
者
だ
と
す
る
た
め
で
あ
る
。
道
の
全
体
的
把
握
と
は
淑
真
篇
の
意
に
即

す
れ
ば
、
道
の
一
の
理
法
の
体
得
を
指
す
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な

道
の
全
体
的
把
握
を
要
諦
と
す
る
学
問
観
は
漢
初
の
時
期
に
お
い
て
は
珍
し
い

も
の
で
は
な
い
。
『
荘
子
』
天
下
篇
は
、
そ
の
序
文
に
お
い
て
、
現
在
道
徳
の

全
体
を
把
握
せ
ず
に
そ
の
一
曲
の
み
を
つ
か
む
士
人
が
多
い
た
め
、
「
内
聖
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

王
の
道
」
が
宣
明
さ
れ
な
い
と
い
う
危
機
意
識
を
述
べ
る
。
一
方
、
司
馬
談
「
六

家
要
指
」
で
は
、
「
道
家
」
の
学
問
は
精
神
を
専
一
に
し
、
そ
の
活
動
は
無
形

で
あ
り
な
が
ら
万
物
を
充
足
さ
せ
る
も
の
だ
と
し
つ
つ
、
「
其
の
術
為
る
や
、

陰
陽
の
大
順
に
因
り
、
儒
墨
の
善
を
采
り
、
名
法
の
要
を
撮
る
」
と
い
う
よ
う

に
、
こ
れ
を
他
の
五
家
の
長
所
を
兼
ね
備
え
た
最
も
す
ぐ
れ
た
思
想
で
あ
る
と

位
置
づ
け
る
。
こ
の
よ
う
に
『
荘
子
』
天
下
篇
や
司
馬
談
「
六
家
要
指
」
そ
し

て

淑
真
篇
は
、
道
を
全
体
的
に
把
握
す
る
学
問
こ
そ
が
諸
学
の
上
に
立
つ
と
い

う
意
識
に
お
い
て
共
通
し
て
お
り
、
漢
初
の
頃
の
学
問
観
と
し
て
主
流
の
位
置

に
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
そ
こ
で
『
荘
子
』
天
下
篇
が
「
内
聖
外
王
の

道
」
を
明
ら
か
に
す
る
思
想
と
し
て
老
荘
の
学
を
認
め
、
「
六
家
の
要
指
」
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　

最
上

と
認
め
る
「
道
家
」
に
は
黄
老
の
学
が
主
に
該
当
す
る
と
目
さ
れ
る
こ
と

を
手
掛
か
り
に
、
以
下
、
椒
真
篇
の
学
問
的
立
場
の
特
徴
を
捉
え
る
た
め
、
老

荘
や
黄
帝
書
の
思
想
と
淑
真
篇
の
そ
れ
と
の
関
連
を
調
べ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

（”

1
1
）
老
荘
と
の
関
連

　
ま
ず
淑
真
篇
に
お
け
る
全
一
者
た
る
道
の
一
の
理
法
の
、
老
荘
と
の
関
連
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
　

ら
見
て
い
こ
う
。
道
を
一
と
呼
称
す
る
こ
と
は
『
老
子
』
に
「
聖
人
一
を
抱
き

　
　
　
　
　
　
　
　
ド
　

て

天
下
の
式
と
為
る
」
（
二
二
章
）
「
昔
の
一
を
得
る
者
、
天
は
一
を
得
て
以
て

清

く
、
地
は
一
を
得
て
以
て
寧
く
、
神
は
一
を
得
て
以
て
霊
に
、
谷
は
一
を
得

て

以
て

盈

ち
、
万
物
は
一
を
得
て
以
て
生
ず
、
侯
王
は
一
を
得
て
以
て
天
下
の

貞
と
為
る
」
（
三
九
章
）
な
ど
の
例
が
あ
る
が
、
淑
真
篇
の
一
の
理
法
が
道
の

一
気

に
基
づ
く
万
物
の
生
成
を
前
提
と
す
る
点
に
着
目
す
る
と
、
『
老
子
』
の
「
道

は
一
を
生
じ
、
一
は
二
を
生
じ
、
二
は
三
を
生
じ
、
三
は
万
物
を
生
ず
。
万
物

は

陰
を
負
い
て
陽
を
抱
き
、
沖
気
以
て
和
を
為
す
」
（
四
二
章
）
と
い
う
宇
宙

生
成
論
と
の
連
関
も
考
慮
し
う
る
。
『
老
子
』
は
道
は
一
・
二
・
三
と
い
う
過
程

を
経
て
万
物
を
生
む
と
す
る
。
一
方
淑
真
篇
は
、
二
節
（
3
）
で
見
た
よ
う
に
、

道

の
一
気
が
陰
陽
二
気
に
別
れ
、
陰
陽
が
混
合
し
て
万
物
を
生
む
と
い
う
過
程

を
四
段
階
と
し
て
設
定
す
る
。
だ
か
ら
椒
真
篇
の
説
く
万
物
生
成
の
四
段
階
は

『老

子
』
の
い
う
丁
二
・
三
・
万
物
と
い
う
四
段
階
に
相
当
し
、
＝
」
は
道
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

一
気
を
指
す
た
め
、
『
老
子
』
の
い
う
「
道
生
一
」
と
い
う
過
程
を
含
ま
な
い

と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
淑
真
篇
で
は
こ
の
万
物
生
成
の
四
段
階
は
、
『
荘
子
』

斉
物
論
篇
の
文
を
一
部
改
変
し
て
用
い
つ
つ
遡
源
的
に
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ

に
は
得
道
に
お
け
る
万
物
の
根
源
の
認
識
の
過
程
を
描
く
意
味
が
あ
っ
た
。
と

こ
ろ
で
、
道
の
一
気
を
根
源
と
見
て
万
物
を
一
体
と
す
る
考
え
は
『
荘
子
』
知

北
遊
篇
に
あ
り
、
知
に
対
し
道
と
は
何
か
を
説
明
す
る
黄
帝
の
言
葉
に
「
生
や

死
の
徒
、
死
や
生
の
始
め
、
敦
か
其
の
紀
を
知
ら
ん
。
人
の
生
や
、
気
の
聚
ま

れ

る
な
り
。
聚
ま
れ
ば
則
ち
生
と
為
り
、
散
ず
れ
ば
則
ち
死
と
為
る
。
若
し
死

生

を
徒
と
為
せ
ば
、
吾
又
何
を
か
患
え
ん
。
故
に
万
物
は
一
な
り
。
…
故
に
曰

く
、
天
下
を
通
じ
て
一
気
の
み
。
聖
人
は
故
に
一
を
貴
ぶ
な
り
と
」
と
あ
り
、

人
の

生
死
は

気
の

聚
散

に
よ
る
と
し
て
、
生
死
一
如
と
万
物
の
根
源
的
な
一
体

性
と
を
一
気
の
聚
散
の
観
点
か
ら
論
じ
、
聖
人
の
貴
一
を
説
く
。
一
方
、
『
荘
子
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　

斉
物
論
篇
は
相
対
の
是
非
を
超
え
た
絶
対
の
自
然
（
天
）
を
道
と
見
る
立
場
か

ら
「
故
に
是
れ
が
為
に
莚
と
榴
、
属
と
西
施
を
挙
ぐ
れ
ば
、
恢
憺
橘
怪
な
る
も
、

道
は

通

じ
て
一
と
為
す
。
…
凡
そ
物
は
成
と
殿
と
無
く
、
復
た
通
じ
て
一
と
為

す
。
唯
だ
達
者
の
み
通
じ
て
一
為
る
を
知
り
、
是
が
為
に
用
い
ず
し
て
諸
を
庸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

に
寓
す
」
と
し
て
万
物
の
斉
同
を
説
く
が
、
淑
真
篇
は
万
物
斉
同
の
根
拠
と
し

て

の

道
の
内
容
に
一
気
を
当
て
て
「
環
中
」
の
「
道
枢
」
に
据
え
た
と
い
え
る
。

　
次

に
「
得
一
之
道
、
連
千
枝
万
葉
」
と
い
う
道
の
一
の
理
法
を
体
得
す
る
こ

9）11（
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彦英部南

と
よ
っ
て
万
事
を
治
め
う
る
と
い
う
統
治
の
考
え
に
つ
い
て
だ
が
、
前
引
の
『
老

子
』
の
「
聖
人
一
を
抱
き
て
天
下
の
式
と
為
る
」
（
二
二
章
）
「
侯
王
は
一
を
得

て

以
て

天
下
の

貞
と
為
る
」
（
三
九
章
）
と
い
う
文
か
ら
は
、
一
の
体
得
を
天

下
の

統
治
者

た
る
の
要
件
と
す
る
見
方
を
読
み
取
れ
る
。
ま
た
『
荘
子
』
天
地

篇
に
は
「
天
地
は
大
な
り
と
錐
も
、
其
の
化
は
均
し
き
な
り
。
万
物
は
多
な
り

と
錐
も
、
其
の
治
は
一
な
り
。
…
道
を
以
て
言
を
観
れ
ば
天
下
の
君
正
し
く
、

道
を
以
て
分
を
観
れ
ば
君
臣
の
義
明
ら
か
に
、
道
を
以
て
能
を
観
れ
ば
天
下
の

官
治
ま
り
、
道
を
以
て
汎
観
す
れ
ば
万
物
の
応
備
わ
る
。
故
に
天
地
に
通
ず
る

者
は
徳
な
り
。
万
物
に
行
う
者
は
道
な
り
。
上
に
人
を
治
む
る
者
は
事
な
り
。

能
く
藝
と
す
る
所
有
る
は
技
な
り
。
技
は
事
に
兼
ね
ら
れ
、
事
は
義
に
兼
ね
ら

れ
、
義
は
徳
に
兼
ね
ら
れ
、
徳
は
道
に
兼
ね
ら
れ
、
道
は
天
に
兼
ね
ら
る
。
故

に
曰
く
、
古
え
の
天
下
を
畜
う
者
は
元
欲
に
し
て
天
下
足
り
、
元
為
に
し
て
万

物
化

し
、
淵
静
に
し
て
百
姓
定
ま
る
。
記
に
曰
く
、
一
に
通
じ
て
万
物
畢
さ
れ
、

得

る
に
元
心
に
し
て
鬼
神
服
す
と
」
と
見
え
る
。
こ
こ
で
は
技
は
事
に
、
事
は

義
に
、
義
は
徳
に
、
徳
は
道
に
、
道
は
天
に
そ
れ
ぞ
れ
包
摂
さ
れ
る
と
し
て
、

道

よ
り
上
位
に
天
を
置
き
な
が
ら
、
一
な
る
道
つ
ま
り
天
地
の
平
等
な
造
化
に

よ
り
成
る
万
物
の
根
源
的
一
体
性
に
通
じ
れ
ば
万
物
は
あ
ま
ね
く
処
理
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

と
い
う
統
治
の
要
諦
を
説
く
。
天
・
道
・
徳
・
義
・
事
・
技
と
概
念
を
上
下
に

系
列
化
す
る
天
地
篇
の
理
論
は
、
道
徳
と
仁
義
礼
楽
を
本
末
に
関
連
づ
け
て
併

用
す
る
淑
真
篇
の
統
治
形
態
の
構
想
に
影
響
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に

淑
真
篇
の
提
唱
す
る
統
治
形
態
の
内
容
を
構
成
す
る
道
徳
と
仁
義
と
の
関
係
に

改

め
て
着
目
す
る
と
、
二
節
（
3
）
で
見
た
こ
と
だ
が
、
淑
真
篇
が
「
道
散
而

為
徳
、
徳
溢
而
為
仁
義
、
仁
義
立
而
道
徳
廃
　
」
と
述
べ
つ
つ
、
道
・
徳
・
仁

義
と
い
う
三
者
の
間
に
価
値
的
な
上
下
の
区
別
を
設
け
る
と
と
も
に
機
能
に
お

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

け
る
連
続
性
を
認
め
て
い
た
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
『
老
子
』
一
七

章

に
「
大
道
廃
、
有
仁
義
」
と
い
い
、
同
三
八
章
に
「
失
道
而
後
徳
、
失
徳
而

後
仁
、
失
仁
而
後
義
、
失
義
而
後
礼
」
と
し
て
道
・
徳
・
仁
・
義
・
礼
と
い
う

五
者
の
間
に
上
下
の
区
別
と
断
絶
と
を
認
め
る
考
え
を
改
変
し
た
も
の
で
あ

る
。
こ
の
改
変
に
は
『
荘
子
』
繕
性
篇
か
ら
の
影
響
を
考
慮
し
う
る
。
繕
性
篇

に
は
古
え
の
道
を
治
め
る
者
の
生
来
自
然
の
知
と
無
為
悟
淡
の
生
活
と
を
相
互

に
養
う
と
そ
の
本
性
か
ら
「
和
理
」
が
生
ま
れ
出
る
と
し
「
徳
は
和
な
り
。
道

は

理
な
り
。
徳
の
容
れ
ざ
る
元
き
は
仁
な
り
。
道
の
理
め
ざ
る
元
き
は
義
な
り
。

義
明
き
ら
か
に
し
て
物
の
親
し
む
は
忠
な
り
。
中
、
純
実
に
し
て
情
に
反
る
は

楽

な
り
。
信
、
容
体
に
行
わ
れ
て
文
に
従
う
は
礼
な
り
。
礼
楽
偏
り
行
る
れ
ば

則

ち
天
下
乱
る
」
と
述
べ
る
。
繕
性
篇
が
道
を
条
理
と
し
、
道
徳
か
ら
の
仁
義
・

　
　
　
　

忠
信
・
礼
楽
の
派
生
を
述
べ
、
道
徳
を
離
れ
た
礼
楽
の
実
践
を
危
険
視
す
る
点

は
、
淑
真
篇
の
如
上
の
統
治
形
態
の
構
想
に
一
定
の
示
唆
を
与
え
た
と
推
測
し

う
る
。
加
え
て
、
統
治
に
お
け
る
道
徳
の
衰
退
と
そ
れ
に
伴
う
民
の
本
来
の
性

命
の
喪
失
を
描
く
椒
真
篇
の
統
治
の
歴
史
的
推
移
の
見
方
も
、
繕
性
篇
の
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
が
、
た
だ
神
農
・
黄
帝
の
時
代
の
統
治
を
、
道
の
大

宗
を
剖
判
し
天
地
・
万
物
を
整
序
し
た
も
の
と
設
定
し
た
の
は
椒
真
篇
の
創
意

に
よ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
老
荘
と
の
関
連
を
中
心
に
見
る
と
、
淑
真
篇
の
道
の
一
の
理
法

に
よ
る
統
治
の
構
想
は
、
『
荘
子
』
外
篇
（
知
北
遊
篇
・
天
地
篇
・
繕
性
篇
な
ど
）

を
中
心
と
す
る
老
荘
の
統
一
の
上
に
な
さ
れ
て
い
る
と
知
ら
れ
る
。

（…m
）
黄
帝
書
と
の
関
連

　

さ
ら
に
、
淑
真
篇
の
提
示
す
る
統
治
の
形
態
は
神
農
・
黄
帝
の
時
代
の
統
治

を
模
範
に
す
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
、
淑
真
篇
の
思
想
と
黄
帝
書
の
そ
れ
と
の

異
同
を
も
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
黄
帝
書
と
目
さ
れ
る
馬
王
堆
漢
墓
吊
書
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

老
子

乙
本
巻
前
古
秩
書
『
十
六
経
』
成
法
篇
及
び
『
道
原
』
の
末
尾
に
次
の
よ

う
に
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
た

　
　
一
と
は
道
の
其
の
本
な
り
。
…
一
の
解
は
天
地
に
察
り
、
一
の
理
は
四
海

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
な
が

　
　

に
施
す
。
…
夫
れ
唯
一
を
失
わ
ず
、
一
以
て
化
を
膓
し
、
少
以
て
多
を
知

　
　

る
。
…
百
言
に
は
本
有
り
、
千
言
に
は
要
有
り
、
万
〔
言
〕
に
は
葱
（
総
）

　
　
有
り
。
万
物
の
多
き
は
、
皆
一
空
に
閲
べ
ら
る
。
罷
（
彼
）
必
ず
正
人
な

　
　
れ
ば
、
乃
ち
能
く
正
を
操
り
て
以
て
奇
を
正
し
、
一
を
握
り
て
以
て
多
を

　
　
知
り
、
民
の
害
う
所
を
除
き
、
民
の
宜
し
き
所
を
寺
（
持
）
す
。
凡
を
総

　
　
べ

一
を
守
り
て
、
天
地
と
極
を
同
じ
く
し
て
、
乃
ち
天
地
の
禍
福
を
知
る
。
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場立的想思の篇真淑刊南雛

　
　

（
『十
六
経
』
成
法
篇
）

　
　
夫
れ
一
為
り
て
化
せ
ず
。
道
の
本
を
得
、
少
を
握
り
て
多
を
知
る
。
事
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
だ

　
　
要

を
得
、
正
を
操
り
て
以
て
碕
を
政
す
。
前
に
大
古
を
知
り
、
后
に
〔
乃

　
　
ち
〕
清
明
な
り
。
道
を
抱
き
度
を
執
れ
ば
、
天
下
は
一
な
る
可
き
な
り
。

　
　
之

を
大
古
に
観
れ
ば
、
其
の
所
以
を
周
く
す
。
之
を
未
だ
元
な
ら
ざ
る
に

　
　
索
む
れ
ば
、
之
が
所
以
を
得
。
（
『
道
原
』
）

　
成
法
篇
は
一
と
は
道
の
根
本
で
、
万
物
の
多
種
多
様
は
道
の
一
空
に
由
来
す

る
と
い
う
。
だ
か
ら
こ
こ
で
天
地
・
四
海
に
通
用
す
る
と
い
う
一
の
理
法
と
は
、

多
種
多
様
の
万
物
が
根
源
的
に
一
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
わ
り
を
指
す
。
そ
こ

で
成
法
篇
は
ま
た
、
統
治
者
た
る
正
人
は
一
を
守
り
天
地
と
一
体
化
し
て
万
化

を
促
す
と
と
も
に
、
一
を
把
握
し
衆
多
を
知
る
こ
と
で
民
を
治
め
よ
と
説
く
。

こ
れ
と
同
様
の
論
旨
は
『
道
原
』
の
末
尾
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
。
『
道
原
』

も
成
法
篇
と
同
様
に
、
恒
常
不
変
な
る
道
の
根
本
を
一
と
称
し
、
こ
の
道
の
一

な
る
根
本
を
体
得
し
、
一
な
る
少
事
を
把
握
し
て
衆
多
を
知
る
こ
と
に
よ
る
統

治
を
提
唱
し
て
い
る
。
「
抱
道
執
度
」
と
見
え
る
「
度
」
は
理
法
と
し
て
の
一

を
表
現
す
る
も
の
だ
ろ
う
。
ま
た
『
道
原
』
は
、
太
古
を
観
察
す
る
こ
と
で
統

治

に
一
の
必
要
な
理
由
が
わ
か
る
と
説
く
。
そ
こ
で
『
道
原
』
の
前
半
部
を
見

る
と
、
恒
元
な
る
太
初
に
大
虚
が
集
合
し
て
成
っ
た
一
は
、
混
沌
・
精
微
な
気

と
し
て
宇
宙
を
あ
ま
ね
く
包
み
込
ん
で
万
物
を
生
み
出
し
、
そ
の
後
の
現
在
も

一
は

万
物
の
活
動
や
百
事
の
成
功
の
根
源
と
し
て
働
い
て
い
る
旨
を
説
く
。
こ

こ
で
は
、
一
な
る
道
は
天
地
万
物
の
根
源
と
し
て
こ
れ
を
支
え
る
一
気
の
働
き

と
し
て
考
え
ら
れ
て
お
り
、
だ
か
ら
こ
そ
『
道
原
』
は
万
物
の
根
源
的
一
体
性

の

把
握
が
統
治
の

根
幹
で
あ
る
と
す
る
の
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
成
法
篇
と
『
道

原
』
に
お
い
て
は
、
淑
真
篇
と
同
様
の
、
一
な
る
道
の
理
の
把
握
に
よ
る
統
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

が
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
『
道
原
』
は
「
人
皆
之
を
以
い
る
も
其
の
名
を
知
る
こ
と
莫
く
、

人
皆
之
を
用
い
る
も
其
の
刑
（
形
）
を
見
る
こ
と
莫
し
」
と
一
な
る
道
の
無
形
・

無
名
を
強
調
し
、
「
唯
取
（
聖
）
人
の
み
能
く
元
刑
を
察
し
、
能
く
元
〔
声
〕

を
聴
く
。
虚
の
実
な
る
を
知
り
て
、
后
能
く
大
虚
な
り
。
乃
ち
天
地
の
精
に
通

じ
、
通
同
し
て
間
元
く
、
周
襲
し
て
盈
た
ず
。
此
の
道
を
服
す
る
者
は
是
能
く

精
な
り
と
胃
う
。
…
蜘
圭
此
れ
を
用
い
れ
ば
、
天
下
服
す
」
と
述
べ
て
無
形
・

無
声

な
る
道
の
認
識
を
前
提
と
す
る
天
地
と
の
一
体
化
に
よ
る
統
治
を
提
示
す

る
が
、
同
時
に
「
之
に
分
か
つ
に
其
の
分
を
以
て
し
て
、
万
物
争
わ
ず
。
之
に

授
く
る
に
其
の
名
を
以
て
し
て
、
万
物
自
ら
定
ま
る
」
と
い
っ
て
万
物
に
対
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て

名
分
、
つ
ま
り
そ
れ
ぞ
れ
に
相
応
し
い
社
会
に
お
け
る
地
位
・
役
割
を
賦
与

す
る
こ
と
で
無
為
・
自
然
な
る
統
治
が
実
現
さ
れ
る
と
説
く
。
一
方
、
成
法
篇

に
は
黄
帝
に
天
下
の
民
を
正
す
た
め
の
成
法
を
問
わ
れ
た
臣
下
の
力
黒
の
言
葉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
な
わ

と
し
て
「
昔
天
地
既
に
成
り
、
正
な
れ
ば
若
ち
名
有
り
、
．
合
す
れ
ば
若
ち
刑
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ

り
。
〔
乃
ち
〕
一
を
守
る
を
以
て
名
つ
く
。
上
は
之
を
天
に
栓
ぎ
、
下
は
之
を

四
海

に
施
す
。
吾
聞
く
、
天
下
の
成
法
は
故
よ
り
曰
く
、
多
か
ら
ず
、
一
言
に

し
て
止
む
。
名
に
循
い
て
一
に
復
れ
ば
、
民
は
紀
を
乱
す
こ
と
元
し
」
と
あ
り
、

天
地
の

確
立

と
と
も
に
万
物
に
は
名
称
と
形
状
が
定
ま
る
が
、
無
形
・
無
名
の

一
を
守
る
統
治
者
は
万
物
の
形
名
に
従
い
治
め
る
こ
と
で
根
本
の
一
と
合
致
さ

せ

る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
成
法
篇
及
び
『
道
原
』
に
は
、
一
を
守
る
統
治
者

の
循
名
を
媒
介
と
す
る
一
の
理
の
実
現
と
い
う
統
治
の
在
り
方
が
示
さ
れ
て
い

る
。
他
方
、
淑
真
篇
は
、
道
徳
を
根
幹
と
し
、
仁
義
礼
楽
を
補
助
と
す
る
統
治

形
態
を
是
と
し
て
提
示
し
て
い
た
。
淑
真
篇
は
、
形
名
概
念
は
用
い
な
い
も
の

の
、
そ
の
仁
義
の
概
念
は
君
臣
・
父
子
な
ど
の
社
会
的
名
分
を
立
て
た
上
で
君

主
が
民
の

本
性
を
保
全
す
る
と
い
う
意
味
を
含
ん
で
お
り
、
し
か
も
仁
義
は
道

徳
を
実
現
す
る
た
め
の
補
助
手
段
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
成
法
篇
や
『
道
原
』

の

示

す
統
治
の
在
り
方
と
淑
真
篇
の
示
す
そ
れ
と
は
思
考
の
方
向
性
を
同
じ
く

す

る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
淑
真
篇
の
一
な
る

道
の

理

に
も
と
つ
く
統
治
を
中
心
と
す
る
そ
の
学
問
は
、
『
十
六
経
』
成
法
篇

や

『道
原
』
な
ど
の
黄
帝
書
に
近
い
立
場
に
あ
る
と
判
断
で
き
る
。
こ
れ
は
、

淑
真
篇
の
提
示
す
る
統
治
の
立
場
が
、
己
自
身
が
描
く
神
農
・
黄
帝
の
時
代
の

統
治
に
近
似
し
て
い
る
こ
と
に
合
う
も
の
で
あ
る
。
た
だ
淑
真
篇
は
、
一
方
で

は

神
農
・
黄
帝
の
統
治
形
態
を
志
向
し
な
が
ら
、
他
方
で
は
そ
の
上
に
伏
義
氏

及
び

至
徳
の
時
代
の
統
治
を
置
い
て
い
た
。
だ
か
ら
淑
真
篇
は
黄
帝
書
の
統
治
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彦英部南

の

思
想
に
近
接
す
る
立
場
に
立
つ
と
は
い
え
、
あ
く
ま
で
人
知
を
用
い
る
統
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
対
す
る
否
定
的
意
識
を
同
時
に
有
し
て
い
た
。
つ
ま
り
淑
真
篇
は
自
己
の
立

場
の

価
値
を
相
対
的
に
見
る
視
点
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上

を
ま
と
め
る
と
、
淑
真
篇
の
思
想
的
立
場
の
特
徴
は
、
道
を
全
体
的
に

把
握

し
た
と
の
自
覚
に
立
ち
、
漢
初
に
お
い
て
主
流
の
位
置
に
あ
っ
た
黄
帝
書

の

学
と
近
似
す
る
天
下
統
治
の
形
態
を
、
『
荘
子
』
外
篇
を
中
心
と
す
る
老
荘

　
　
　
　
　

の

統
一
に
よ
り
表
現
し
な
が
ら
、
同
時
に
そ
の
よ
う
な
自
己
の
示
す
統
治
形
態

の

価
値
を
相
対
的
に
位
置
づ
け
て
い
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
な
お
、
淑
真
篇
の
示
す
在
る
べ
き
統
治
の
形
態
と
漢
初
の
統
治
の
実
際
と
の

関
連
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

お
わ
り
に

最
後

に
淑
真
篇
の
思
想
的
立
場
と
原
道
篇
の
そ
れ
と
の
異
同
に
つ
い
て
考
え

て

お

き
た
い
。
一
の
道
の
理
法
は
原
道
篇
の
説
く
と
こ
ろ
で
も
あ
る
か
ら
で
あ

る
。　

　
所
謂
る
無
形
と
は
一
の
謂
な
り
。
所
謂
る
一
と
は
天
下
に
匹
合
無
き
者
な

　
　
り
。
卓
然
と
し
て
独
り
立
ち
、
塊
然
と
し
て
独
り
処
り
、
上
は
九
天
に
通

　
　
じ
、
下
は
九
野
を
貫
き
、
員
な
る
も
規
に
中
ら
ず
、
方
な
る
も
矩
に
中
ら

　
　
ず
、
大
い
に
渾
り
て
一
と
為
り
、
葉
累
な
り
て
根
無
く
、
天
地
を
懐
嚢
し

　
　
て
、
道
の
関
門
と
為
り
、
穆
恣
隠
関
と
し
て
、
純
徳
独
り
存
し
、
布
施
す

　
　

る
も
既
き
ず
、
用
い
る
も
勤
れ
ず
。
…
道
は
一
立
ち
て
万
物
生
ず
。
是
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
た

　
　
故

に
一
の
理
は
四
海
に
施
し
、
一
の
解
は
天
地
に
際
る
。
其
の
全
き
や
純

　
　
と
し
て
撲
の
若
く
、
其
の
散
ず
る
や
混
と
し
て
濁
れ
る
が
若
し
。
濁
り
て

　
　
徐
く
清
み
、
沖
し
く
し
て
徐
く
盈
ち
、
澹
と
し
て
其
れ
深
淵
の
若
く
、
汎

　
　
と
し
て
其
れ
浮
雲
の
若
く
、
無
き
が
若
く
し
て
有
り
、
亡
き
が
若
く
し
て

　
　
存
す
。
万
物
の
総
は
一
孔
に
閲
べ
ら
れ
、
百
事
の
根
は
皆
一
門
よ
り
出
づ
。

　
　
其
の
動
く
や
形
無
く
、
変
化
す
る
こ
と
神
の
若
し
。
其
の
行
く
や
　
無
く
、

　
　
常
に
後
に
し
て
先
ん
ず
。

　

こ
こ
に
無
形
な
る
一
気
と
し
て
展
開
す
る
一
の
、
「
道
の
関
門
」
と
し
て
の

独
立
性
・
普
遍
性
が
記
述
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
原
道
篇
の
一
の
理
法
も
淑
真
篇

と
同
じ
く
万
物
斉
同
の
理
法
を
指
す
と
し
て
よ
か
ろ
う
。
ま
た
こ
こ
に
は
コ

之
理
、
施
四
海
。
一
之
解
、
際
天
地
」
「
万
物
之
総
、
閲
一
孔
。
百
事
之
根
、

皆
出
一
門
」
と
、
『
十
六
経
』
成
法
篇
と
同
様
の
表
現
が
見
え
て
い
る
の
で
、

原
道
篇
に
も
黄
帝
書
の
統
治
の
思
想
と
共
通
す
る
点
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ

る
。
た
だ
し
淑
真
篇
と
原
道
篇
と
の
間
に
は
相
違
点
も
存
在
す
る
。
淑
真
篇
は

道
徳
を
主
と
し
、
仁
義
礼
楽
を
補
助
と
す
る
形
態
の
統
治
を
是
と
し
て
い
た
。

一
方
原
道
篇
は
道
徳
の
み
に
よ
る
統
治
を
是
と
す
る
の
で
あ
る
。
原
道
篇
の
提

示
す
る
統
治
の
形
態
は
「
道
理
の
数
を
脩
め
、
天
地
の
自
然
に
因
れ
ば
、
則
ち

六
合
も
均
し
く
す
る
に
足
ら
ざ
る
な
り
」
と
い
う
よ
う
に
、
一
の
道
の
理
法
の

体
得
を
基
幹
に
据
え
な
が
ら
、
実
践
論
と
し
て
は
天
地
万
物
の
自
然
に
因
り
従

う
統
治
を
志
向
し
、
言
葉
や
仁
義
礼
楽
・
法
度
刑
罰
な
ど
の
補
助
手
段
を
用
い

な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
原
道
篇
は
黄
帝
書
よ
り
も
一
段
上
の
統
治

形
態
を
示
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
原
道
篇
の
理
想
と
す
る
統
治
形
態
は
「
二
皇
」
の
そ
れ
と
し
て

描
か

れ
て

お

り
、
「
二
皇
」
と
は
、
原
道
篇
と
覧
冥
篇
の
思
想
的
立
場
の
共
通

性
や

そ
れ
ら
と
主
術
篇
・
氾
論
篇
の
統
治
の
理
論
と
の
相
違
か
ら
、
伏
義
と
女

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

蝸

と
を
指
す
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、
四
節
（
1
）
で
見
た
椒
真
篇
の
資
料

に
お
い
て
、
伏
義
氏
の
時
代
の
統
治
形
態
が
、
抱
く
道
は
な
お
純
撲
な
が
ら
盛

ん

に
恩
恵
を
施
し
て
民
に
昧
昧
た
る
知
を
開
か
せ
た
た
め
「
其
の
徳
は
煩
に
し

て
一
な
る
こ
と
能
わ
ず
」
と
評
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
想
起
し
た
い
。
淑
真
篇
の

い

う
伏
義
氏
の
時
代
の
統
治
形
態
が
、
原
道
篇
の
理
想
と
す
る
「
二
皇
」
の
そ

れ

に
相
当
す
る
と
す
れ
ば
、
淑
真
篇
は
原
道
篇
の
提
示
す
る
統
治
形
態
を
己
の

模
範
と
す
る
神
農
・
黄
帝
の
時
代
の
統
治
形
態
よ
り
も
一
段
上
と
見
る
一
方
、

至
徳
の
時
代
の
最
上
の
統
治
形
態
に
は
及
ば
な
い
と
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
に

な
る
。
こ
れ
は
恐
ら
く
、
至
徳
の
時
代
の
統
治
の
在
り
方
を
「
甘
瞑
干
洞
瀾
之

域
、
而
徒
椅
干
汗
漫
之
宇
、
提
摯
天
地
而
委
萬
物
。
…
是
故
聖
人
呼
吸
陰
陽
之

気
。
…
當
此
之
時
、
莫
之
領
理
決
離
。
…
是
故
錐
有
葬
之
知
而
無
所
用
之
」
と

幻12（
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場立的想思の篇真淑刊南碓

描
写
す
る
淑
真
篇
に
と
っ
て
、
そ
の
得
道
に
よ
る
天
地
と
の
一
体
化
と
そ
の
調

節
の

み

を
統
治
の
内
容
と
す
る
至
徳
の
時
代
と
対
比
す
る
と
き
、
原
道
篇
の
構

想
す
る
統
治
の
形
態
に
実
践
論
と
し
て
万
物
の
自
然
へ
の
因
循
が
含
ま
れ
る
こ

　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

と
が
、
万
物
を
治
め
る
と
い
う
意
識
的
行
為
で
あ
る
点
で
人
知
を
な
お
用
い
る

統
治
と
捉
え
ら
れ
た
た
め
だ
ろ
う
。

注
（
1
）
本
稿
で
用
い
る
『
潅
南
子
』
の
資
料
は
、
劉
文
典
『
潅
南
子
鴻
烈
集

解
』
（
中
華
書
局
、
一
九
八
九
）
を
底
本
と
し
た
。

（
2
）
以
下
、
傲
真
篇
か
ら
の
引
用
文
に
は
出
典
の
指
示
を
省
略
す
る
。

（
3
）
「
一
原
」
の
意
味
を
、
淑
真
篇
の
別
の
箇
所
で
「
乗
皓
白
而
不
黒
、
行

純
粋
而
不
繰
、
処
玄
冥
而
不
闇
、
休
干
天
鉤
而
不
硝
、
孟
門
・
終
隆
之
山
不
能
禁
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

唯
体
道
能
不
敗
。
…
是
故
身
処
江
海
之
上
、
而
神
游
魏
閾
之
下
。
非
得
一
原
、

敦
能
至
於
此
哉
」
と
し
て
「
一
原
」
を
体
得
の
対
象
と
す
る
の
を
参
考
に
し
て
、

一
の

理
法
の
意
に
捉
え
た
。
な
お
こ
の
資
料
の
「
休
干
天
鉤
」
と
い
う
表
現
は

『
荘
子
』
斉
物
論
篇
に
も
見
え
る
が
、
こ
こ
の
「
天
鉤
」
も
ま
た
一
の
理
法
を

指
す
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
金
谷
治
『
秦
漢
思
想
史
研
究
』
（
日
本
学
術
振
興
会
、

一
九
六
〇
）
五
章
四
節
は
「
一
原
よ
り
出
る
」
と
い
う
の
は
、
根
源
の
一
者
か

ら
道
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
い
う
の
で
は
な
く
、
道
の
存
在
が
既
に
生
成
の
根
源

者
と
と
も
に
最
初
か
ら
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
、
し
か
も
既
に
一
が
絶

対
者
で
あ
る
以
上
そ
れ
は
道
と
別
物
で
は
な
い
と
い
う
。

（
4
）
高
誘
注
に
「
父
母
、
天
地
。
閲
、
総
也
。
和
、
気
也
、
道
所
貫
也
」
と

あ
る
。

（
5
）
福
永
光
司
「
道
家
の
気
論
と
『
推
南
子
』
の
気
」
（
『
気
の
思
想
』
、
東

京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
八
、
に
三
章
一
節
と
し
て
収
録
）
は
、
本
稿
の
結
び

で
引
用
し
た
原
道
篇
の
資
料
に
つ
い
て
も
「
無
形
而
有
形
生
焉
」
な
ど
の
表
現

か

ら
、
こ
れ
を
『
老
子
』
の
道
を
一
気
と
同
一
視
し
た
も
の
と
捉
え
う
る
可
能

性

を
述
べ
る
な
ど
し
て
、
『
潅
南
子
』
に
お
け
る
気
の
生
成
論
に
は
気
一
元
論

に
極
め
て
近
接
し
た
思
考
が
見
ら
れ
る
と
す
る
。

（
6
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
高
橋
睦
美
「
『
老
子
指
帰
』
の
思
想
的
位
置
－

准
南
子
と
の
比
較
を
手
掛
か
り
に
ー
」
（
『
文
化
』
七
一
1
3
・
4
、
二
〇
〇
八
）

か
ら
示
唆
を
得
た
。

（
7
）
『
荘
子
』
斉
物
論
篇
に
「
有
始
也
者
。
有
未
始
有
始
也
者
。
有
未
始
有

夫
未
始
有
始
也
者
。
有
有
也
者
。
有
無
也
者
。
有
未
始
有
無
也
者
。
有
未
始
有

夫
未
始
有
無
也
者
」
と
あ
る
の
は
淑
真
篇
の
文
と
ほ
ぼ
重
な
っ
て
い
る
が
、
た

だ
し
若
干
の
相
違
点
も
あ
り
、
淑
真
篇
は
右
の
七
つ
の
文
の
「
者
」
字
の
下
の

「也
」
字
を
全
て
削
っ
て
い
る
ほ
か
、
斉
物
論
篇
の
「
有
未
始
有
無
也
者
」
「
有

未
始
有
夫
未
始
有
無
也
者
」
と
い
う
二
つ
の
文
の
「
無
」
字
を
、
淑
真
篇
で
は

「有
無
」
と
い
う
二
字
に
改
め
て
い
る
。
熊
鉄
基
『
秦
漢
新
道
家
』
（
上
海
人

民
出
版
社
、
二
〇
〇
一
）
第
十
二
章
「
《
准
南
子
》
集
黄
老
道
之
大
成
」
は
、

上
の

二
つ
の
相
違
点
の
う
ち
の
前
者
の
み
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
8
）
平
岡
禎
吉
『
准
南
子
に
現
れ
た
氣
の
研
究
』
　
（
理
想
社
、
一
九
六
一
発

行
二
九
六
八
改
訂
）
二
編
二
章
二
節
は
、
本
稿
の
い
う
「
始
」
系
列
の
C
↓

B
↓
A
と
い
う
万
物
生
成
の
三
段
階
を
時
間
的
に
見
た
そ
れ
と
捉
え
、
同
じ
く

「
有
無
」
系
列
の
G
↓
F
↓
D
・
E
と
い
う
三
段
階
を
空
間
的
に
見
た
そ
れ
と

捉

え
て
、
両
者
の
構
想
は
同
一
だ
と
す
る
。

（
9
）
天
文
篇
に
「
道
始
干
虚
露
、
虚
霜
生
宇
宙
、
宇
宙
生
気
。
気
有
涯
坂
、

清
陽
者
薄
靡
而
為
天
、
重
濁
者
凝
滞
而
為
地
。
清
妙
之
合
専
易
、
重
濁
之
凝
蜴

難
、
故
天
先
成
而
地
後
定
。
天
地
之
襲
精
為
陰
陽
、
陰
陽
之
専
精
為
四
時
、
四

時
之
散
精
為
万
物
」
と
あ
る
の
が
参
考
に
な
る
。
た
だ
し
、
福
永
氏
前
掲
論
文

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
天
文
篇
は
淑
真
篇
と
は
異
な
り
、
道
を
気
の
上
位
に
置

い
て

い
る
。

（
1
0
）
命
越
の
説
に
従
っ
て
「
宣
」
字
を
「
宜
」
字
に
改
め
た
。

（
1
1
）
こ
の
一
節
は
、
『
呂
氏
春
秋
』
似
順
論
・
有
度
篇
の
同
様
の
文
よ
り
成

る
一
節
に
拠
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
特
に
有
度
篇
に
「
唯
通
乎
性
命
之
情
、
而
仁

義
之
術
自
行
　
」
と
あ
る
の
を
、
椒
真
篇
は
「
誠
達
干
性
命
之
情
、
而
仁
義
固

附
　
」
と
改
め
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
道
の
体
得
者
の
性
命
の
自
然
な
る
発

露

と
し
て
仁
義
の
術
が
行
わ
れ
る
と
い
う
有
度
篇
の
意
を
、
道
の
体
得
者
は
仁
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彦英部南

義
を
道
徳
実
行
の
た
め
の
便
宜
と
し
て
当
然
附
属
さ
せ
る
と
い
う
意
へ
と
換
え

た
の
で
あ
る
。

（
1
2
）
「
若
夫
俗
世
之
学
也
則
不
然
、
擢
徳
捲
性
、
内
愁
五
臓
、
外
労
耳
目
、

乃
始
招
嶢
振
鑓
物
之
豪
芒
、
揺
消
悼
梢
仁
義
礼
楽
、
暴
行
越
智
於
天
下
、
以
招

号
名
声
於
世
、
此
我
所
差
而
不
為
也
」

（
1
3
）
こ
こ
で
は
『
潅
南
子
』
の
編
集
者
の
一
人
と
目
さ
れ
る
潅
南
王
劉
安
が

即
位

し
た
文
帝
十
六
年
（
前
一
六
四
）
か
ら
劉
安
が
『
准
南
子
』
を
武
帝
に
献

上

し
た
前
漢
武
帝
の
即
位
当
初
の
建
元
二
年
（
前
＝
二
九
）
ま
で
の
二
十
五
年

間
ほ
ど
を
指
し
て
「
漢
初
」
の
語
を
用
い
る
。
な
お
田
中
麻
紗
巳
刷
『
准
南
子
』

の

人
間
観
に
つ
い
て
1
原
道
篇
を
中
心
に
し
て
ー
」
（
『
舞
鶴
工
業
高
等
専
門
学

校
』
9
、
一
九
七
四
）
は
「
『
准
南
子
』
は
武
帝
の
初
期
に
成
立
し
た
可
能
性
も

あ
る
の
で
、
少
な
く
と
も
、
劉
安
が
准
南
王
に
即
位
し
た
文
帝
の
後
期
か
ら
景

帝
期
を
経
て
武
帝
の
前
期
ま
で
の
間
に
著
述
さ
れ
た
と
見
る
べ
き
」
で
あ
り
、

「
こ
の
間
の
時
代
の
動
き
と
想
像
さ
れ
る
執
筆
者
の
態
度
か
ら
考
え
る
と
、
や

は

り
『
潅
南
子
』
は
漢
帝
国
の
安
寧
と
繁
栄
を
求
め
た
も
の
で
あ
り
、
単
に
老

荘
の
立
場
か
ら
中
央
を
批
判
し
た
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
」
と
説
く
。

（
1
4
）
王
引
之
の
説
に
従
っ
て
「
周
室
」
の
下
の
「
之
衰
」
の
二
字
を
削
っ
た
。

（
1
5
）
原
文
の
「
万
民
唯
唯
肝
肝
然
、
莫
不
煉
身
而
載
聴
視
」
と
い
う
表
現
は
、

神
農
・
黄
帝
の
統
治
が
、
仁
義
の
み
な
ら
ず
法
刑
を
も
用
い
る
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
を
暗
示
す
る
と
思
わ
れ
る
。

（
1
6
）
『
荘
子
』
天
下
篇
に
「
天
下
大
乱
、
賢
聖
不
明
、
道
徳
不
一
、
天
下
多

得
一
察
焉
以
自
好
。
警
如
耳
目
鼻
口
、
皆
有
所
明
、
不
能
相
通
。
猶
百
官
衆
技

也
、
皆
有
所
長
、
時
有
所
用
、
錐
然
、
不
該
不
偏
、
一
曲
之
士
也
。
判
天
地
之

美
、
析
万
物
之
理
、
察
古
人
之
全
、
寡
能
備
於
天
地
之
美
、
称
神
明
之
容
、
是

故
内
聖
外
王
之
道
闇
而
不
明
、
欝
而
不
発
」
と
あ
る
。

（
1
7
）
　
『
荘
子
』
天
下
篇
に
は
老
子
と
並
ん
で
関
サ
の
「
在
己
無
居
、
形
物
自

著
」
と
い
う
思
想
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
思
想
は
淑
真
篇
の
道
の

一
の

理
の

体
得
に
よ
る
統
治
と
い
う
点
に
直
接
は
関
わ
ら
な
い
と
考
え
る
。
ま

た
「
六
家
要
指
」
で
は
「
陰
陽
・
儒
・
墨
・
名
・
法
・
・
道
徳
、
此
務
為
治
者

也
、
直
所
従
言
之
異
路
、
有
省
不
省
耳
」
と
い
う
よ
う
に
「
道
家
」
は
「
道

徳
」
と
も
呼
称
さ
れ
て
い
る
。
　
『
史
記
』
の
他
の
箇
所
で
は
、
道
徳
と
は
主
と

し
て
老
子
の
学
を
指
し
て
い
る
。
例
え
ば
巻
六
三
・
老
子
韓
非
列
伝
に
「
老
子

脩
道
徳
、
其
学
以
自
隠
無
名
為
務
。
…
於
是
老
子
逼
著
書
上
下
篇
、
言
道
徳
之

意
五
千
鯨
言
而
去
…
」
と
あ
り
、
そ
の
賛
に
「
老
子
所
貴
道
、
虚
無
因
応
、
変

化
於
無
為
、
故
著
書
辞
称
微
妙
難
識
。
荘
子
散
道
徳
放
論
、
要
亦
帰
之
自
然
。

申
子
卑
卑
、
施
之
於
名
実
。
韓
子
引
縄
墨
、
切
事
情
、
明
是
非
、
其
極
惨
磁
少

恩
。
皆
原
於
道
徳
之
意
、
而
老
子
深
遠
　
」
と
あ
る
よ
う
な
具
合
で
あ
る
。
こ

れ
は

馬
王
堆
漢
墓
吊
書
『
老
子
』
乙
本
の
二
つ
の
大
分
さ
れ
た
部
分
の
末
尾
に

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

そ
れ
ぞ
れ
「
徳
」
　
「
道
」
と
い
う
篇
名
が
付
さ
れ
て
い
る
状
況
と
、
語
順
は
逆

だ
が
合
致
す
る
。
他
方
こ
の
賛
で
は
荘
子
・
申
子
・
韓
子
を
老
子
の
学
を
嗣
ぐ

者
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
が
、
申
子
・
韓
子
の
学
に
つ
い
て
は
同
伝
に
お
い

て

別

に
「
申
子
之
学
本
於
黄
老
而
主
刑
名
」
　
「
（
韓
非
）
喜
刑
名
法
術
之
学
、

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

而
其
帰
本
於
黄
老
」
と
し
て
黄
老
に
基
づ
き
つ
つ
、
刑
名
・
法
術
の
学
を
修
め

た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
「
黄
老
」
と
は
例
え
ば
巻
四
九
外
戚
世
家
に

「實
太
后
好
黄
帝
・
老
子
言
」
と
あ
る
よ
う
に
「
黄
帝
・
老
子
」
を
指
す
が
、

巻
七
四
孟
子
荷
卿
列
伝
に
慎
到
・
田
駐
接
子
・
環
淵
の
四
人
に
つ
い
て
「
皆
学

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

黄
老
道
徳
之
術
、
因
発
明
序
其
指
意
」
と
あ
り
、
　
「
黄
老
」
と
「
道
徳
」
は
特

定
の

学
派
を
指
す
同
義
の
語
と
し
て
併
称
さ
れ
、
ま
た
巻
一
〇
七
魏
其
・
武
安

侯
列
伝
に
「
（
實
）
太
后
好
黄
老
之
言
、
而
魏
其
・
武
安
・
趙
紹
・
王
減
等
務

隆
推
儒
術
、
財
道
家
言
」
と
あ
る
よ
う
に
「
黄
老
」
は
同
じ
文
脈
で
「
道
家
」

と
も
呼
称
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
こ
こ
で
は
黄
老
の
学
を
「
六
家
要
指
」
の
い

う
「
道
家
」
の
代
表
と
す
る
。

（
1
8
）
　
『
老
子
』
の
成
立
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多
い
が
、
馬
王
堆
漢
墓
吊

書
『
老
子
』
甲
・
乙
本
の
出
現
（
例
え
ば
沢
田
多
喜
男
訳
注
『
黄
帝
四
経
』

（知
泉
書
院
、
二
〇
〇
六
）
の
「
改
題
」
で
は
そ
の
筆
写
年
代
に
つ
い
て
甲
本

は

高
祖
生
前
、
乙
本
は
文
帝
生
前
頃
と
す
る
）
か
ら
、
漢
初
の
『
准
南
子
』
の

作
者
た
ち
は
、
現
行
本
と
ほ
ぼ
重
な
る
内
容
の
『
老
子
』
を
目
に
す
る
こ
と
が

で

き
た
と
推
定
し
て
お
く
。
吊
書
に
は
現
行
本
（
王
弼
本
）
に
対
応
す
る
全
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場立的想思の篇真淑刊南雌

八
十
一
章
分
の
文
章
が
存
在
す
る
が
、
両
者
に
は
分
章
や
章
の
配
列
や
使
用
表

現
や

「道
」
　
「
徳
」
の
ま
と
ま
り
の
先
後
な
ど
の
点
で
の
相
違
が
あ
る
。
本
稿

で
の

『老
子
』
の
引
用
は
、
便
宜
上
現
行
本
の
テ
キ
ス
ト
に
拠
る
。

（
1
9
）
馬
王
堆
漢
墓
吊
書
『
老
子
』
の
こ
の
文
に
該
当
す
る
箇
所
は
「
聲
人

執
一
、
以
為
天
下
牧
」
　
（
甲
本
）
　
「
即
人
執
一
、
以
為
天
下
牧
」
　
（
乙
本
）
と

な
っ
て
い
る
。

（
2
0
）
こ
れ
は
、
天
文
篇
に
「
道
始
於
一
、
一
而
不
生
、
故
分
而
陰
陽
、
陰
陽

合
和
而
万
物
生
。
故
日
一
生
二
、
二
生
三
、
三
生
万
物
」
と
あ
り
、
精
神
篇
に
「
精

神
者
所
受
於
天
也
。
而
形
体
者
所
稟
於
地
也
。
故
日
一
生
二
、
二
生
三
、
三
生
万

物
。
万
物
背
陰
而
抱
陽
、
沖
気
以
為
和
」
と
あ
り
、
道
を
一
と
し
て
『
老
子
』

の

い

う
「
道
生
一
」
の
過
程
を
含
ま
な
い
の
と
同
一
の
思
考
だ
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
上
掲
の
引
用
の
「
故
日
」
以
下
の
文
は
天
文
篇
・
精
神
篇
の
作
者
の
見

た
『
老
子
』
の
テ
キ
ス
ト
の
文
字
の
並
び
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
。

（
2
1
）
こ
の
理
解
は
、
斉
物
論
篇
の
「
物
無
非
彼
、
物
無
非
是
。
自
彼
則
不
見
、

自
知
則
知
之
。
故
日
彼
出
於
是
、
是
亦
因
彼
。
彼
是
方
生
之
説
也
。
…
是
以
聖

人
不
由
、
而
照
之
於
天
、
亦
因
是
也
。
…
彼
是
莫
得
其
偶
、
謂
之
道
枢
。
枢
始

得
其
環
中
、
以
応
無
窮
」
と
い
う
の
に
対
す
る
福
永
光
司
『
荘
子
　
内
篇
』
（
朝

日
新
聞
社
、
一
九
七
八
）
を
参
考
に
し
た
。

（
2
2
）
一
節
で
引
用
し
た
「
椀
楡
与
橘
柚
…
通
為
一
家
」
と
い
う
文
は
『
荘
子
』

斉
物
論
篇
の
こ
の
文
に
拠
り
、
ま
た
同
じ
く
一
節
で
引
用
し
た
「
自
其
異
者
視

之

…
万
物
一
圏
也
」
と
い
う
文
は
『
荘
子
』
徳
充
符
篇
の
仲
尼
の
言
葉
に
「
自

其
異
者
視
之
、
肝
胆
楚
越
也
。
自
其
同
者
視
之
、
万
物
皆
一
也
」
と
あ
る
の
に

拠
り
、
さ
ら
に
二
節
（
2
）
で
引
用
し
た
「
大
塊
載
我
以
形
…
乃
所
以
善
吾
死

也
」
と
い
う
文
は
『
荘
子
』
大
宗
師
篇
の
ほ
ぼ
同
文
に
拠
る
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
こ
れ
ら
『
荘
子
』
内
篇
に
拠
る
淑
真
篇
の
文
は
万
物
の
根
源
的
な
一
体
性

を
意
味
す
る
道
の
一
の
理
法
を
論
証
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、

楠
山
春
樹
「
准
南
子
よ
り
見
た
る
荘
子
の
成
立
」
（
『
道
家
思
想
と
道
教
』
、
平

河
出
版
社
、
一
九
九
二
、
所
収
、
初
出
は
一
九
六
一
）
は
、
『
准
南
子
』
の
『
荘

子
』
と
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
記
述
を
百
箇
条
（
淑
真
篇
に
見
え
る
の
が
最

多
で
三
十
三
ヶ
条
）
摘
出
し
、
そ
れ
を
も
と
に
『
潅
南
子
』
の
『
荘
子
』
に
拠
っ

て

い

る
状
況
を
明
ら
か
に
し
て
後
者
の
前
者
よ
り
先
行
す
る
こ
と
を
述
べ
、
そ

れ

を
前
提
に
今
度
は
『
潅
南
子
』
を
通
し
て
知
ら
れ
る
漢
初
の
『
荘
子
』
の
成

立
の

状
態
を
考
察
し
て
、
遅
く
と
も
劉
安
が
潅
南
王
に
即
位
し
た
文
帝
十
六
年

（前
一
六
四
）
に
近
い
頃
ま
で
に
、
『
荘
子
』
は
現
在
の
そ
れ
と
さ
し
た
る
相

違
の

な
い
も
の
と
し
て
成
立
し
て
い
た
と
す
る
。

（
2
3
）
思
う
に
天
地
篇
は
『
老
子
』
の
前
掲
の
言
葉
を
継
承
し
つ
つ
、
「
一
に

通

じ
て
万
物
畢
さ
る
」
仕
組
み
を
案
出
し
た
の
は
で
は
な
か
ろ
う
か
。
『
呂
氏

春
秋
』
似
順
論
・
有
度
篇
に
「
執
一
而
万
物
治
」
と
あ
り
、
同
・
審
分
覧
・
執

一
篇
に
「
王
者
執
一
而
為
万
物
正
」
と
あ
る
の
な
ど
も
同
様
だ
と
思
わ
れ
る
。

（
1
4
）
福
永
光
司
『
荘
子
・
外
篇
』
（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
六
六
）
は
、
馬
叙

倫
の

説

に
従
い
、
繕
性
篇
の
資
料
の
［
義
明
而
物
親
、
忠
也
」
の
次
に
「
口
口

而
口

口
、
信
也
」
の
七
字
を
補
う
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

（
2
5
）
繕
性
篇
に
「
古
之
人
在
混
芒
之
中
、
与
一
世
而
得
澹
漠
焉
。
当
是
時

也
、
陰
陽
和
静
、
鬼
神
不
擾
、
四
時
得
節
、
万
物
不
傷
、
群
生
不
天
、
人
錐
有

知
、
元
所
用
之
、
此
之
謂
至
一
。
当
是
時
也
、
莫
之
為
而
常
自
然
。
逮
徳
下

衰
、
及
燧
人
・
伏
義
始
為
天
下
、
是
故
順
而
不
一
。
徳
又
下
衰
、
及
神
農
・
黄

帝
始
為
天
下
、
是
故
安
而
不
順
。
徳
又
下
衰
、
及
唐
虞
始
為
天
下
、
興
治
化
之

流
、
浸
淳
散
朴
、
離
道
以
善
、
険
徳
以
行
、
然
後
去
性
而
従
於
心
。
心
与
心
識

知
、
而
不
足
以
定
天
下
。
然
後
附
之
以
文
、
益
之
以
博
。
文
滅
質
、
博
溺
心
、

然
後
民
始
惑
乱
、
元
以
反
其
性
情
而
復
其
初
」
と
あ
る
。
繕
性
篇
は
太
古
の
無

為
・
至
一
の
時
代
か
ら
、
燧
人
・
伏
義
の
時
代
及
び
神
農
・
黄
帝
の
時
代
を
経

て

唐
虞
の
時
代
に
至
る
ま
で
の
間
に
、
人
知
に
よ
る
天
下
の
統
治
が
行
わ
れ
た

た
め
、
道
徳
が
衰
退
し
て
い
っ
た
と
す
る
。
な
お
こ
こ
で
は
、
神
農
・
黄
帝
の

時
代
の
統
治
の
内
容
は
「
安
定
は
し
た
が
道
に
順
っ
て
は
い
な
い
」
と
の
み
記

さ
れ
て
い
る
。

（
2
6
）
馬
王
堆
吊
書
乙
本
巻
後
古
秩
書
『
十
六
経
』
成
法
篇
及
び
『
道
原
』
の

引
用
資
料
は
『
馬
王
堆
漢
墓
吊
書
』
〔
壼
〕
（
文
物
出
版
社
、
一
九
七
五
）
を
底

本

と
し
た
。
ま
た
引
用
文
中
の
〔
〕
内
の
文
字
は
欠
字
を
補
っ
た
も
の
で
、
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ま
た
（
）
内
の
字
は
そ
の
直
ぐ
前
の
字
が
そ
の
字
の
仮
借
字
で
あ
る
こ
と
を

示
す
。

（
2
7
）
浅
野
裕
一
『
中
国
古
代
の
宇
宙
論
』
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
）
四
章

一
・

二
節

は
、
『
十
六
経
』
成
法
篇
や
『
道
原
』
に
お
け
る
一
を
強
調
す
る
道

は

『老
子
』
の
道
を
意
識
し
た
も
の
だ
と
す
る
。

（
2
8
）
島
森
哲
男
「
黄
老
思
想
の
構
造
と
位
置
i
〈
経
法
〉
等
四
篇
を
読
ん
で

考
え
る
ー
」
（
『
集
刊
東
洋
学
』
4
5
所
収
、
一
九
八
一
）
に
拠
る
。

（
2
9
）
金
谷
治
『
老
荘
的
世
界
－
潅
南
子
の
世
界
』
（
平
楽
寺
書
店
、

一
九
五
九
）
二
章
4
節
及
び
前
掲
書
・
五
章
四
節
は
、
『
准
南
子
』
の
道
の
意
義
は
、

『老

子
』
の
本
体
と
し
て
の
道
と
『
荘
子
』
の
理
法
と
し
て
の
道
と
を
統
一
し

た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
す
る
。

（
3
0
）
こ
う
し
た
二
重
の
態
度
は
、
道
徳
を
根
幹
と
し
仁
義
・
法
度
を
補
助

と
す
る
統
治
形
態
を
提
示
す
る
覧
冥
篇
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
両
篇

の

思
想
的
立
場
の
近
似
性
が
推
測
さ
れ
る
。
拙
稿
「
『
准
南
子
』
原
道
篇
に
見

え
る
「
二
皇
」
の
統
治
の
特
色
」
（
『
山
口
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
五
九
巻
、

二
〇
一
〇
）
を
参
照
。

（
3
1
）
原
道
篇
の
提
唱
す
る
統
治
形
態
に
つ
い
て
の
理
解
は
前
掲
拙
稿
に
拠
る

が
、
こ
こ
で
は
さ
ら
に
そ
れ
と
道
の
一
の
理
の
体
得
と
の
関
連
に
つ
い
て
補
っ

た
。
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