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通
行
本
『
老
子
』
の
「
道
」
に
見
ら
れ
る
矛
盾頴

　川

　
　智

一

　「道
」

　「
道
」は
、郭
店
楚
墓
竹
簡（
以
下
、郭
店
楚
簡
と
略
す
）や
馬
王
堆
漢
墓
帛
書（
以
下
、馬
王
堆
帛
書
と
略
す
）、通
行
本
を
問
わ
ず
、『
老
子
』

に
お
い
て
そ
の
思
想
の
根
幹
、
す
な
わ
ち
、
宇
宙
生
成
論
の
始
原
で
あ
り
、
万
事
万
物
に
備
わ
る
理
法
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

通
行
本
『
老
子
』
二
五
章
「
道
大
、
天
大
、
地
大
、
王
亦
大
」
は
、
現
存
す
る
最
古
の
テ
キ
ス
ト
、
郭
店
楚
簡
『
老
子
』
甲
本
で
「
天
大
、

地
大
、
道
大
、
王
亦
大
」
と
あ
り
、「
道
」
が
「
天
地
」
の
後
に
あ
る
。「
道
」
を
至
高
の
存
在
と
す
る
通
行
本
『
老
子
』
は
、「
道
」
を

第
一
の
地
位
に
す
る
た
め
、
通
行
本
の
如
く
語
順
を
改
め
た
と
考
え
る
。（

1
（

ま
た
郭
店
楚
簡
『
太
一
生
水
』
で
は
「
道
」
が
あ
く
ま
で
根
源

者
の
「
字
」
で
あ
る
と
す
る
。
さ
ら
に
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
『
亙
先
』
は
、「
道
」
を
根
源
者
と
し
な
い
宇
宙
生
成
論
を
展
開
す
る
。

後
、
馬
王
堆
帛
書
『
道
原
』
は
、『
亙
先
』
と
大
変
近
い
宇
宙
生
成
論
を
展
開
し
つ
つ
、「
道
」
の
思
想
体
系
中
に
、
そ
れ
を
取
り
込
ん
だ

と
想
定
で
き
る
。

（
２
（

　
こ
こ
で
は
如
上
の
新
出
土
資
料
に
関
す
る
検
討
結
果
を
踏
ま
え
、「
道
」
が
も
と
も
と
『
老
子
』
の
思
想
に
お
い
て
そ
の
根
本
と
な
る

術
語
た
り
え
て
い
た
の
か
、
と
い
う
視
点
か
ら
、
改
め
て
「
道
」
を
検
討
し
た
い
。
な
お
、
本
論
文
で
は
、『
老
子
』
の
テ
キ
ス
ト
と
し

て
王
弼
注
本
を
用
い
る
。

（
３
（

　「
道
」
が
『
老
子
』
に
お
い
て
、
そ
の
思
想
の
根
幹
で
あ
る
と
す
る
指
摘
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
日
本
で
は
武
内
義
雄
氏（

４
（

及
び
津
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田
左
右
吉
氏（

５
（
、
木
村
英
一
氏（

６
（
、
ま
た
中
国
で
は
高
亨
氏（

７
（
ら
が
、「
道
」
概
念
を
詳
細
に
検
討
し
、
整
理
し
て
い
る
。
紙
幅
の
都
合
上
、
各

論
者
の
論
点
を
概
観
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
お
お
よ
そ
ま
と
め
る
と
、
ま
ず
「
道
」
は
宇
宙
の
根
源
で
、
万
物
を
生
成
す
る
存
在
で

あ
る
。
ま
た
「
道
」
は
、
宇
宙
万
物
の
法
則
・
原
理
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
道
」
の
作
用
は
「
無
為
」
で
あ
り
、
そ
の
存
在
自
体
は
限
定
不

能
で
、
五
感
で
は
感
知
で
き
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
「
道
」
は
現
実
社
会
に
お
け
る
は
た
ら
き
も
見
ら
れ
る
。

　「
道
」
が
宇
宙
万
物
の
根
源
と
い
う
存
在
で
あ
る
こ
と
は
、
以
下
の
各
章
か
ら
導
き
出
せ
る
。

道
は
冲
に
し
て
之
を
用
い
る
。
或
い
は
盈
た
ず
。
淵
と
し
て
万
物
の
宗
に
似
た
り
。
其
の
鋭
を
挫
き
、其
の
紛
を
解
き
、其
の
光
を
和
し
、

其
の
塵
に
同
ず
。
湛た

ん

と
し
て
或
い
は
存
す
る
に
似
た
り
。
吾
誰
の
子
な
る
か
を
知
ら
ず
。
帝
の
先
に
象に

た
り
。（
四
章
）

道
は
之
を
生
じ
、
徳
は
之
を
畜や

し

な
い
、
物
は
之
を
形あ

ら
わ
し
、
勢
は
之
を
成
す
。
是
を
以
て
万
物
は
道
を
尊
び
て
徳
を
貴
ば
ざ
る
は
莫
し
。

道
の
尊
く
、
徳
の
貴
き
は
、
夫
れ
之
に
命
ず
る
莫
く
し
て
常
に
自
ず
か
ら
然
り
。
故
に
道
は
之
を
生
じ
、
徳
は
之
を
畜
い
、
之
を
長
じ
、

之
を
育
し
、之
を
亭
し
、之
を
毒
し
、之
を
養
い
、之
を
覆
す
。
生
じ
て
有
せ
ず
、為
し
て
恃
ま
ず
、長
じ
て
宰
せ
ず
、是
を
玄
徳
と
謂
う
。

（
五
一
章
）

　「
道
」
は
、「
万
物
」
の
「
宗
」
す
な
わ
ち
根
源
で
あ
り
、上
帝
に
先
ん
じ
て
存
在
し
て
い
た
。（
四
章
）
ま
た
「
道
」
は
「
万
物
」
を
生
成
し
、

「
道
」
の
は
た
ら
き
と
し
て
の
「
徳
」
が
養
う
の
で
あ
る
。（
五
一
章
）
以
上
、ご
く
わ
ず
か
な
例
を
と
っ
て
も
『
老
子
』
に
お
け
る
「
道
」

の
存
在
は
絶
対
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
一
切
の
万
物
は
「
道
」
な
く
し
て
存
在
し
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
「
道
」
の
絶
対
化
を
強
力
に
推
し
進
め
、
比
類
な
き
も
の
と
声
高
に
主
張
す
る
こ
と
で
、
逆
に
「
道
」
が
『
老

子
』
思
想
の
あ
り
様
か
ら
外
れ
て
し
ま
う
向
き
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
ま
ず
『
老
子
』
の
開
巻
第
一
に
見
ら
れ
る
。

　
道
の
道
と
す
べ
き
は
、
常
の
道
に
非
ず
。（
一
章
）

　「
道
の
道
と
す
べ
き
」
に
お
け
る
第
一
の
「
道
」
は
、『
老
子
』
に
言
う
と
こ
ろ
の
「
道
」
と
は
異
な
る
、
儒
家
を
始
め
と
し
た
他
学
派

の
唱
え
る
「
道
」
で
あ
る
と
考
え
る
。
王
弼
注
に
は
「
道
と
す
べ
き
の
道
、
名
と
す
べ
き
の
名
は
、
事
を
指
し
形
を
造
す
、
其
の
常
に
非

ざ
る
な
り
。
故
に
道
と
す
べ
か
ら
ず
、
名
と
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。」
と
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
世
俗
一
般
に
言
う
「
道
」
は
、『
老
子
』
の

言
う
一
定
不
変
の
「
道
」
で
は
な
い
と
し
て
、そ
れ
を
排
斥
し
て
い
る
。
即
ち
『
老
子
』
に
言
う
「
道
」
を
称
賛
し
、他
の
「
道
」
は
『
老
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子
』
の
「
道
」
と
比
較
す
る
と
、
恒
常
不
変
の
も
の
と
は
言
え
な
い
、
と
て
も
『
老
子
』
の
「
道
」
に
は
及
ば
な
い
も
の
と
声
高
ら
か
に

唱
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

大
道
廃
れ
て
、
仁
義
有
り
。（
一
八
章
）

　
こ
こ
で
も
明
ら
か
に
「
道
」
は
「
仁
義
」
の
上
位
概
念
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。『
老
子
』
の
唱
え
る
「
道
」
が
廃
滅
し
た
た
め
、「
仁
義
」

が
唱
え
ら
れ
る
に
至
っ
た
。「
仁
義
」
よ
り
優
れ
た
「
道
」
が
廃
れ
た
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
。
儒
家
へ
の
対
抗
意
識
を
前
面
に
押
し
出
し
、

「
道
」
の
優
越
性
を
誇
示
し
て
い
る
。

（
８
（

こ
の
よ
う
に
儒
家
の
唱
え
る
徳
を
「
道
」
の
下
位
に
据
え
よ
う
と
す
る
の
は
、
三
八
章
に
も
見
ら

れ
る
。
な
お
、
前
識
者
と
は
、
予
知
す
る
能
力
を
も
つ
者
を
指
す
。

故
に
道
を
失
い
て
而
し
て
後
に
徳
あ
り
、
徳
を
失
い
て
而
し
て
後
に
仁
あ
り
、
仁
を
失
い
て
而
し
て
後
に
義
あ
り
、
義
を
失
い
て

而
し
て
後
に
礼
あ
り
。
夫
れ
礼
な
る
者
は
忠
信
の
薄
に
し
て
乱
の
首
な
り
。
前
識
者
は
道
の
華
に
し
て
愚
の
始
め
な
り
。（
三
八
章
）

　
さ
ら
に「
道
」の
優
越
性
は
、儒
家
に
対
し
て
の
み
で
は
な
い
。
先
に
挙
げ
た
四
章
で
は「
道
冲
而
用
之
。
或
不
盈
。
淵
兮
似
万
物
之
宗
。

…
…
吾
不
知
誰
之
子
、
象
帝
之
先
。」
と
あ
っ
た
。「
道
」
は
「
帝
」
に
も
先
ん
じ
て
い
る
よ
う
だ
と
言
う
。
中
国
人
が
古
来
よ
り
崇
め
て

き
た
上
帝
に
も
「
道
」
は
勝
る
存
在
な
の
だ
と
、
意
気
盛
ん
で
あ
る
。

　
百
家
争
鳴
の
時
代
、
自
他
の
違
い
を
明
確
に
し
て
、
自
己
の
思
想
が
よ
り
高
み
に
あ
る
と
喧
伝
す
る
こ
と
は
、
当
然
の
ご
と
く
行
わ
れ

て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
自
他
を
比
較
し
て
、
他
を
貶
め
、
自
ら
の
思
想
を
称
揚
す
る
こ
と
は
、『
老
子
』
の
思
想

に
は
そ
ぐ
わ
な
い
。
そ
れ
は
先
に
引
用
し
た
一
章
に
続
く
章
で
あ
る
、
二
章
で
早
速
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

天
下
皆
美
の
美
た
る
を
知
る
、
斯
れ
悪
な
る
の
み
。
皆
善
の
善
た
る
を
知
る
、
斯
れ
不
善
な
る
の
み
。
故
に
有
無
相
生
じ
、
難
易
相

成
し
、
長
短
相
較
べ
、
高
下
相
傾
け
、
音
声
相
和
し
、
前
後
相
随
う
。
是
を
以
て
聖
人
は
無
為
の
事
に
処
り
、
不
言
の
教
え
を
行
う
。

万
物
は
焉
に
作お

こ

る
も
而
も
辞
せ
ず
。
生
ず
る
も
有
せ
ず
、
為
す
も
恃
ま
ず
、
功
成
る
も
居
ら
ず
。
夫
れ
唯
だ
居
ら
ず
、
是
を
以
て

去
ら
ず
。（
二
章
）

　
我
々
は
日
常
生
活
に
お
い
て
、「
美
」
や
「
悪
」、「
善
」
や
「
不
善
」、
さ
ら
に
は
「
難
易
」「
長
短
」「
高
下
」「
音
声
」「
前
後
」
な
ど
、

相
対
的
価
値
を
有
す
る
も
の
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
。「
道
」
を
体
得
し
た
聖
人
は
超
然
と
し
て
、
そ
の
相
対
的
価
値
、
よ
り
よ
い
も
の
を

— 2 —
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。
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求
め
た
り
、
よ
り
秀
で
た
も
の
に
な
ら
ん
と
し
た
り
す
る
こ
と
を
一
蹴
し
、「
無
為
」
他
者
と
の
比
較
と
い
っ
た
賢
し
ら
な
こ
と
に
は
拘

わ
ら
ず
、「
不
言
」
そ
う
い
っ
た
比
較
対
象
な
ど
を
声
高
に
言
い
立
て
絶
対
的
あ
り
方
か
ら
遠
ざ
か
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
、
と
す
る
。

万
物
が
生
ま
れ
た
と
し
て
も
、
自
ら
の
手
柄
と
し
て
誇
る
こ
と
も
な
く
、
し
た
り
顔
で
居
座
る
こ
と
も
な
い
。『
老
子
』
に
お
い
て
、
相

対
的
価
値
の
中
に
身
を
投
ず
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ま
し
て
自
分
が
他
者
よ
り
優
っ
て
い
る
な
ど
と
誇
る
こ
と
は
論
外
と
さ
れ

て
い
る
。
四
章
に
は
「
挫
其
鋭
、
解
其
紛
、
和
其
光
、
同
其
塵
。」
と
あ
り
、「
鋭
」
さ
を
挫
き
、「
紛
」（
も
つ
れ
）
を
解
き
、
輝
き
を
和

ら
げ
、
塵
同
然
と
な
る
こ
と
を
説
く
。
虚
栄
を
張
ら
ず
他
者
と
の
争
い
は
避
け
、
自
己
の
優
位
性
と
い
う
輝
か
し
さ
を
抑
え
、
凡
俗
と
一

つ
に
な
る
こ
と
が
肝
要
と
い
う
。

上
善
水
の
ご
と
し
。
水
善
く
万
物
を
利
し
て
争
わ
ず
。
衆
人
の
悪
む
所
に
処
る
。
故
に
道
に
幾
し
。（
八
章
）

　
水
は
万
物
に
利
を
も
た
ら
す
が
争
わ
ず
、
人
の
嫌
う
低
い
場
所
に
流
れ
留
ま
る
。
だ
か
ら
「
水
」
は
「
道
」
に
近
い
、
と
い
う
。

企つ
ま
だつ
者
は
立
た
ず
、
跨
ぐ
者
は
行
か
ず
。
自
ら
見
わ
す
者
は
明
ら
か
な
ら
ず
、
自
ら
是
と
す
る
者
は
彰
わ
れ
ず
。
自
ら
伐
る
者
は

功
無
し
、自
ら
矜
る
者
は
長
か
ら
ず
。其
の
道
に
在
る
や
、余
食
贅
行
と
曰
う
。物
或
い
は
之
を
悪
む
、故
に
有
道
者
は
処
ら
ず
。（
二
四

章
）

　「
有
道
者
」
即
ち
道
を
体
得
し
た
者
は
、
無
理
を
す
る
こ
と
な
く
、
自
ら
を
ひ
け
ら
か
す
行
い
を
せ
ず
、
そ
れ
を
「
余
食
贅
行
」
余
分

な
食
べ
物
や
余
計
な
行
為
と
す
る
。

　『
老
子
』
で
は
、
例
を
挙
げ
る
に
事
欠
か
な
い
程
、
自
ら
の
優
位
を
誇
る
こ
と
を
厳
し
く
戒
め
る
。「
道
」
を
体
得
す
る
こ
と
が
即
ち
、

他
者
と
の
比
較
と
い
う
俗
世
の
認
識
か
ら
超
越
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
章
・
一
八
章
・
三
八
章
で
は
、

他
学
派
に
対
す
る
明
確
な
対
抗
意
識
を
持
ち
、
自
己
の
優
位
性
を
誇
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
『
老
子
』
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
と
の
大
き
な

乖
離
が
見
ら
れ
る
。「
道
」
を
称
賛
す
る
あ
ま
り
、『
老
子
』
の
思
想
傾
向
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
他
学
派
と
の
関
係

で
相
対
的
価
値
を
全
面
に
押
し
出
し
、
そ
の
優
位
性
が
誇
示
さ
れ
る
「
道
」
と
、
相
対
的
価
値
を
超
越
し
た
絶
対
性
を
有
す
る
「
道
」
と

の
間
に
は
、
大
き
な
矛
盾
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
が
、『
老
子
』
に
お
い
て
「
道
」
が
そ
も
そ
も
そ
の
思
想
の
中
心
た
り
え
た
の
か
と
い
う

疑
問
を
発
す
る
動
機
の
一
点
目
と
な
る
。
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ま
た
「
道
」
は
本
来
、
見
る
こ
と
も
聞
く
こ
と
も
触
る
こ
と
も
か
な
わ
な
い
、
微
妙
な
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
も
従
来
『
老
子
』
の
研
究

者
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

道
の
物
た
る
、
惟こ

れ
恍
惟こ

れ
惚
。
惚
た
り
恍
た
り
、
其
の
中
に
象
有
り
。
恍
た
り
惚
た
り
、
其
の
中
に
物
有
り
。
窈
た
り
冥
た
り
、

其
の
中
に
精
有
り
。
其
の
精
甚
だ
真
、
其
の
中
に
信
有
り
。（
二
一
章
）

　「
道
」
は
、
存
在
と
し
て
は
「
象
」
や
「
物
」
と
い
う
よ
う
に
何
か
し
ら
の
存
在
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
「
恍
惚
」
大
変
お
ぼ
ろ
げ

で
感
官
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
そ
こ
に
は
「
精
気
」
が
あ
り
、
そ
れ
は
「
真
実
」
で
、
確
か
な
も
の
で
あ
る
。

楽
と
餌
と
は
過
客
も
止
ま
る
。
道
の
口
よ
り
出
だ
す
は
、
淡
乎
と
し
て
其
れ
味
無
し
。
之
を
視
れ
ど
も
見
る
に
足
ら
ず
、
之
を
聴

け
ど
も
聞
く
に
足
ら
ず
、
之
を
用
い
れ
ど
も
既つ

く
す
べ
か
ら
ず
。（
三
五
章
）

　「
道
」
は
味
覚
・
視
覚
・
聴
覚
、
い
ず
れ
に
お
い
て
も
感
知
で
き
な
い
も
の
だ
が
、
そ
の
は
た
ら
き
は
無
限
大
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
「
道
」
と
名
付
け
ら
れ
た
存
在
は
、
本
来
決
し
て
人
知
に
よ
っ
て
は
計
り
よ
う
の
な
い
限
定
不
能
の
も
の
で
あ
る
。
何
ら

か
の
も
の
は
あ
る
よ
う
だ
が
、
お
ぼ
ろ
げ
で
は
っ
き
り
し
な
い
、
規
定
し
よ
う
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
法
の
ご
と
く
明
確
な
基
準

と
し
て
体
得
し
、
そ
れ
を
体
現
す
る
こ
と
は
常
人
に
は
及
び
も
つ
か
な
い
こ
と
と
言
え
る
。
と
こ
ろ
が
、「
道
」
を
法
る
べ
き
対
象
と
し

て
規
定
す
る
と
、
俄
か
に
明
確
化
し
、
そ
れ
を
知
覚
で
き
な
か
っ
た
は
ず
の
人
間
に
も
具
体
的
な
対
象
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

古
の
道
を
執
り
て
以
て
今
の
有
を
御
す
。
能
く
古
始
を
知
る
、
是
を
道
紀
と
謂
う
。（
一
四
章
）

此
の
道
を
保
つ
者
は
、
盈
た
ん
と
欲
せ
ず
。
夫
れ
唯
だ
盈
た
ず
、
故
に
能
く
蔽
（
敝や

ぶ

）
れ
て
新
た
に
成
さ
ず
。（
一
五
章
）

「
古
の
道
を
執
る
」「
此
の
道
を
保
つ
」、
い
ず
れ
も
限
定
不
能
な
存
在
に
名
づ
け
ら
れ
た
「
道
」
を
、
そ
の
依
拠
す
べ
き
対
象
と
し
て
遵

守
す
る
。
こ
の
よ
う
に
「
道
」
が
あ
た
か
も
「
法
」
の
ご
と
く
法
る
べ
き
対
象
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
箇
所
は
多
数
あ
り
、二
三
章
「
故

に
道
に
従
事
す
る
者
」、
二
四
章
・
三
一
章
「
故
に
有
道
者
は
処
ら
ず
」、
六
〇
章
「
道
を
以
て
天
下
に
蒞の

ぞ

め
ば
」、
六
五
章
「
古
の
善
く

道
を
為
す
者
」
の
よ
う
に
あ
る
。

道
は
常
に
為
す
無
く
し
て
、
而
も
為
さ
ざ
る
無
し
。
侯
王
若
し
能
く
之
を
守
れ
ば
、
万
物
将
に
自
ず
か
ら
化
せ
ん
と
す
。（
三
七
章
）

道
を
以
て
人
主
を
佐
く
る
者
は
、
兵
を
以
て
天
下
に
強
な
ら
ず
、
其
の
事
は
還
る
を
好
む
。（
三
〇
章
）
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求
め
た
り
、
よ
り
秀
で
た
も
の
に
な
ら
ん
と
し
た
り
す
る
こ
と
を
一
蹴
し
、「
無
為
」
他
者
と
の
比
較
と
い
っ
た
賢
し
ら
な
こ
と
に
は
拘

わ
ら
ず
、「
不
言
」
そ
う
い
っ
た
比
較
対
象
な
ど
を
声
高
に
言
い
立
て
絶
対
的
あ
り
方
か
ら
遠
ざ
か
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
、
と
す
る
。

万
物
が
生
ま
れ
た
と
し
て
も
、
自
ら
の
手
柄
と
し
て
誇
る
こ
と
も
な
く
、
し
た
り
顔
で
居
座
る
こ
と
も
な
い
。『
老
子
』
に
お
い
て
、
相

対
的
価
値
の
中
に
身
を
投
ず
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ま
し
て
自
分
が
他
者
よ
り
優
っ
て
い
る
な
ど
と
誇
る
こ
と
は
論
外
と
さ
れ

て
い
る
。
四
章
に
は
「
挫
其
鋭
、
解
其
紛
、
和
其
光
、
同
其
塵
。」
と
あ
り
、「
鋭
」
さ
を
挫
き
、「
紛
」（
も
つ
れ
）
を
解
き
、
輝
き
を
和

ら
げ
、
塵
同
然
と
な
る
こ
と
を
説
く
。
虚
栄
を
張
ら
ず
他
者
と
の
争
い
は
避
け
、
自
己
の
優
位
性
と
い
う
輝
か
し
さ
を
抑
え
、
凡
俗
と
一

つ
に
な
る
こ
と
が
肝
要
と
い
う
。

上
善
水
の
ご
と
し
。
水
善
く
万
物
を
利
し
て
争
わ
ず
。
衆
人
の
悪
む
所
に
処
る
。
故
に
道
に
幾
し
。（
八
章
）

　
水
は
万
物
に
利
を
も
た
ら
す
が
争
わ
ず
、
人
の
嫌
う
低
い
場
所
に
流
れ
留
ま
る
。
だ
か
ら
「
水
」
は
「
道
」
に
近
い
、
と
い
う
。

企つ
ま
だつ
者
は
立
た
ず
、
跨
ぐ
者
は
行
か
ず
。
自
ら
見
わ
す
者
は
明
ら
か
な
ら
ず
、
自
ら
是
と
す
る
者
は
彰
わ
れ
ず
。
自
ら
伐
る
者
は

功
無
し
、自
ら
矜
る
者
は
長
か
ら
ず
。其
の
道
に
在
る
や
、余
食
贅
行
と
曰
う
。物
或
い
は
之
を
悪
む
、故
に
有
道
者
は
処
ら
ず
。（
二
四

章
）

　「
有
道
者
」
即
ち
道
を
体
得
し
た
者
は
、
無
理
を
す
る
こ
と
な
く
、
自
ら
を
ひ
け
ら
か
す
行
い
を
せ
ず
、
そ
れ
を
「
余
食
贅
行
」
余
分

な
食
べ
物
や
余
計
な
行
為
と
す
る
。

　『
老
子
』
で
は
、
例
を
挙
げ
る
に
事
欠
か
な
い
程
、
自
ら
の
優
位
を
誇
る
こ
と
を
厳
し
く
戒
め
る
。「
道
」
を
体
得
す
る
こ
と
が
即
ち
、

他
者
と
の
比
較
と
い
う
俗
世
の
認
識
か
ら
超
越
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
章
・
一
八
章
・
三
八
章
で
は
、

他
学
派
に
対
す
る
明
確
な
対
抗
意
識
を
持
ち
、
自
己
の
優
位
性
を
誇
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
『
老
子
』
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
と
の
大
き
な

乖
離
が
見
ら
れ
る
。「
道
」
を
称
賛
す
る
あ
ま
り
、『
老
子
』
の
思
想
傾
向
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
他
学
派
と
の
関
係

で
相
対
的
価
値
を
全
面
に
押
し
出
し
、
そ
の
優
位
性
が
誇
示
さ
れ
る
「
道
」
と
、
相
対
的
価
値
を
超
越
し
た
絶
対
性
を
有
す
る
「
道
」
と

の
間
に
は
、
大
き
な
矛
盾
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
が
、『
老
子
』
に
お
い
て
「
道
」
が
そ
も
そ
も
そ
の
思
想
の
中
心
た
り
え
た
の
か
と
い
う

疑
問
を
発
す
る
動
機
の
一
点
目
と
な
る
。
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三
七
章
で
は
「
侯
王
」
と
い
う
、
い
わ
ば
「
道
」
を
体
得
し
た
聖
人
と
は
言
え
な
い
者
も
ま
た
、「
道
」
と
い
う
明
確
な
準
則
を
示
さ

れ
る
こ
と
で
、
そ
れ
が
実
践
可
能
と
な
る
。
三
〇
章
に
お
い
て
微
妙
玄
通
な
る
「
道
」
を
体
得
し
て
い
る
の
は
、「
人
主
」
を
補
佐
す
る

者
で
あ
る
。
こ
の
補
佐
に
ま
わ
る
者
で
も
、「
道
」
は
依
拠
す
べ
き
対
象
、
準
拠
す
べ
き
規
範
と
し
て
明
確
化
さ
れ
、
方
法
・
準
則
と
い

う
扱
わ
れ
方
を
し
て
い
る
。「
道
」
と
い
う
語
は
、
法
や
理
と
も
置
き
換
え
可
能
な
、
明
確
な
概
念
と
な
っ
て
い
る
。『
老
子
』
の
思
想
を

広
め
る
上
で
、「
道
」
と
い
う
明
確
な
対
象
が
あ
る
こ
と
は
説
得
力
が
出
て
分
か
り
や
す
い
と
も
言
え
る
。

　『
老
子
』
の
思
想
の
根
源
と
な
る
も
の
は
、先
に
示
し
た
よ
う
に
感
官
で
は
と
ら
え
ら
れ
な
い
微
妙
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
道
」

を
法
る
べ
き
対
象
と
し
て
規
定
す
る
と
、
明
確
な
対
象
物
と
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
に
「
道
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
依
拠
し
や
す
い

対
象
と
す
る
こ
と
は
、『
老
子
』
に
お
い
て
限
定
不
能
な
根
源
者
と
し
て
の
「
道
」
の
あ
り
方
か
ら
は
乖
離
し
た
も
の
と
言
え
る
。
こ
の

「
道
」
自
体
が
持
つ
本
来
的
な
未
限
定
な
在
り
方
と
、
一
方
で
明
確
な
基
準
と
し
て
の
在
り
方
に
見
ら
れ
る
矛
盾
が
、
本
来
「
道
」
が
そ

の
思
想
の
根
源
た
り
え
て
い
た
の
か
と
い
う
疑
問
を
投
げ
か
け
る
動
機
の
二
点
目
で
あ
る
。（

（
（

　
さ
ら
に
『
老
子
』
で
は
、「
道
」
の
絶
対
性
を
強
調
し
す
ぎ
る
あ
ま
り
、『
老
子
』
の
「
道
」
は
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
規
範
と
い
う

強
い
拘
束
力
を
持
つ
。
二
一
章
「
孔
徳
の
容
、
惟
だ
道
に
是
れ
従
う
。」、
二
三
章
「
故
に
道
に
従
事
す
る
者
」
で
は
、「
道
」
が
従
事
す

べ
き
対
象
と
さ
れ
、
三
七
章
で
は
「
道
は
常
に
為
す
無
く
し
て
、
而
も
為
さ
ざ
る
無
し
。
侯
王
若
し
能
く
之
を
守
れ
ば
、
万
物
将
に
自
ず

か
ら
化
せ
ん
と
す
。」
と
、「
侯
王
」
が
守
り
行
う
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
。
し
か
も
「
道
」
へ
の
従
事
は
こ
れ
に
止
ま
ら
な
い
。

和
を
知
る
を
常
と
曰
い
、常
を
知
る
を
明
と
曰
い
、生
を
益
す
を
祥
と
曰
い
、心
気
を
使
う
を
強
と
曰
う
。
物
は
壮
な
れ
ば
則
ち
老
ゆ
、

之
を
不
道
と
謂
う
、
不
道
は
早
く
已
む
。（
五
五
章
）

我
に
三
宝
有
り
、
持
し
て
之
を
保
つ
。
一
に
曰
く
慈
、
二
に
曰
く
倹
、
三
に
曰
く
敢
え
て
天
下
の
先
と
為
ら
ず
。
慈
な
る
が
故
に
、

能
く
勇
な
り
。
倹
な
る
が
故
に
、
能
く
広
し
。
敢
え
て
天
下
の
先
と
為
ら
ざ
る
が
故
に
、
能
く
器
の
長
を
成
す
。
今
慈
を
舎す

て
て

且
に
勇
な
ら
ん
と
し
、
倹
を
舎
て
て
且
に
広
か
ら
ん
と
し
、
後
と
な
る
を
舎
て
て
且
に
先
ん
ぜ
ん
と
す
れ
ば
、
死
せ
ん
。（
六
七
章
）

　
五
五
章
の
後
半
部
「
物
は
壮
な
れ
ば
則
ち
老
ゆ
、
之
を
不
道
と
謂
う
、
不
道
は
早
く
已
む
。」
は
三
〇
章
に
も
略
同
じ
く
見
ら
れ
る
。

物
事
は
強
壮
で
あ
れ
ば
老
衰
す
る
、
こ
れ
を
道
に
従
わ
な
い
と
い
う
、
道
に
従
わ
な
け
れ
ば
、
す
ぐ
に
滅
び
去
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
。
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ま
た
六
七
章
で
は
「
三
宝
」
即
ち
「
慈
」「
倹
」「
不
敢
為
天
下
先
」
を
捨
て
お
け
ば
、「
死
」
が
待
ち
受
け
て
い
る
、
と
い
う
。「
不
敢
為

天
下
先
」
に
つ
い
て
は
、
七
章
で
「
是
を
以
て
聖
人
は
其
の
身
を
後
に
し
て
身
先
ん
ず
。」
と
あ
る
よ
う
に
、「
道
」
を
体
得
し
た
聖
人
の

在
り
方
で
あ
る
た
め
、「
三
宝
」
は
い
ず
れ
も
「
道
」
に
従
う
者
の
あ
り
方
と
言
え
る
。「
道
」
に
則
し
た
態
度
・
行
動
を
取
ら
な
け
れ
ば
、

生
命
も
危
う
い
、
と
言
う
の
で
あ
る
。「
道
」
に
従
う
べ
き
こ
と
、
ま
た
そ
の
効
用
を
説
く
と
い
う
段
階
か
ら
、
も
し
「
道
」
に
従
わ
な

け
れ
ば
、
死
も
含
め
た
恐
ろ
し
い
結
果
が
待
ち
受
け
て
い
る
と
警
告
す
る
。
こ
れ
は
「
道
」
の
絶
対
性
を
説
く
と
同
時
に
、『
老
子
』
に

お
け
る
「
道
」
へ
の
絶
対
的
服
従
を
も
意
味
し
、
強
制
力
・
拘
束
力
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。『
老
子
』
の
説
く
「
道
」
以
外
の
「
道
」
に

対
し
て
排
他
的
で
あ
り
、「
道
」
が
人
々
の
運
命
・
生
命
を
左
右
す
る
存
在
と
な
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
『
老
子
』
に
言
う
「
道
」
は
本
来
こ
の
よ
う
な
絶
対
的
支
配
的
な
立
場
に
は
な
い
も
の
で
あ
る
。

故
に
道
は
之
を
生
じ
、徳
は
之
を
畜
い
、之
を
長
じ
、之
を
育
し
、之
を
亭
し
、之
を
毒
し
、之
を
養
い
、之
を
覆
す
。
生
じ
て
有
せ
ず
、

為
し
て
恃
ま
ず
、
長
じ
て
宰
せ
ず
、
是
を
玄
徳
と
謂
う
。（
五
一
章
）

　「
道
」
は
、
万
物
を
生
じ
、
養
い
育
て
て
い
く
が
、「
不
宰
」
主
宰
と
な
り
取
り
仕
切
る
こ
と
は
し
な
い
、
支
配
者
と
な
っ
て
強
制
力
を

発
揮
す
る
こ
と
は
な
い
、
そ
う
い
う
存
在
で
あ
る
。

大
道
は
汎
と
し
て
、
其
れ
左
右
す
べ
し
。
万
物
之
を
恃
み
て
、
生
ず
る
も
辞
せ
ず
、
功
成
り
て
名
有
ら
ず
。
万
物
を
衣
養
し
て
主

と
為
ら
ず
、
常
に
無
欲
に
し
て
、
小
と
名
づ
く
べ
し
。
万
物
は
焉
に
帰
る
も
主
と
為
ら
ず
、
名
づ
け
て
大
と
為
す
べ
し
。
其
の
終

に
自
ら
大
と
為
さ
ざ
る
を
以
て
、
故
に
能
く
其
の
大
を
成
す
。（
三
四
章
）

　
こ
こ
で
も
「
道
」
は
、
万
物
を
養
い
育
ん
で
も
主
人
面
を
し
な
い
、
と
あ
る
。

　「
道
」
は
本
来
、
万
物
を
生
成
す
る
根
源
で
そ
の
成
長
を
手
助
け
し
て
も
、
決
し
て
自
ら
の
手
柄
を
誇
ら
ず
、
万
物
の
「
主
」、
主
宰
者

と
な
る
こ
と
も
な
い
。
し
か
し
一
方
で
「
道
」
と
い
う
一
語
に
よ
り
『
老
子
』
の
思
想
を
収
束
し
、
そ
の
一
語
の
価
値
を
高
め
、
絶
対
性

を
持
た
せ
、「
道
」
へ
の
帰
服
を
強
く
要
求
す
る
。
こ
の
矛
盾
が
「
道
」
が
本
来
、『
老
子
』
の
思
想
に
お
け
る
根
源
者
た
り
え
た
の
か
と

い
う
疑
念
を
抱
く
動
機
の
三
点
目
と
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
『
老
子
』
に
説
く
「
道
」
は
、
本
来
相
対
的
価
値
を
否
定
し
、
お
ぼ
ろ
げ
で
あ
り
微
妙
で
あ
る
存
在
で
、
か
つ
万
物
の
主
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三
七
章
で
は
「
侯
王
」
と
い
う
、
い
わ
ば
「
道
」
を
体
得
し
た
聖
人
と
は
言
え
な
い
者
も
ま
た
、「
道
」
と
い
う
明
確
な
準
則
を
示
さ

れ
る
こ
と
で
、
そ
れ
が
実
践
可
能
と
な
る
。
三
〇
章
に
お
い
て
微
妙
玄
通
な
る
「
道
」
を
体
得
し
て
い
る
の
は
、「
人
主
」
を
補
佐
す
る

者
で
あ
る
。
こ
の
補
佐
に
ま
わ
る
者
で
も
、「
道
」
は
依
拠
す
べ
き
対
象
、
準
拠
す
べ
き
規
範
と
し
て
明
確
化
さ
れ
、
方
法
・
準
則
と
い

う
扱
わ
れ
方
を
し
て
い
る
。「
道
」
と
い
う
語
は
、
法
や
理
と
も
置
き
換
え
可
能
な
、
明
確
な
概
念
と
な
っ
て
い
る
。『
老
子
』
の
思
想
を

広
め
る
上
で
、「
道
」
と
い
う
明
確
な
対
象
が
あ
る
こ
と
は
説
得
力
が
出
て
分
か
り
や
す
い
と
も
言
え
る
。

　『
老
子
』
の
思
想
の
根
源
と
な
る
も
の
は
、先
に
示
し
た
よ
う
に
感
官
で
は
と
ら
え
ら
れ
な
い
微
妙
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
道
」

を
法
る
べ
き
対
象
と
し
て
規
定
す
る
と
、
明
確
な
対
象
物
と
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
に
「
道
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
依
拠
し
や
す
い

対
象
と
す
る
こ
と
は
、『
老
子
』
に
お
い
て
限
定
不
能
な
根
源
者
と
し
て
の
「
道
」
の
あ
り
方
か
ら
は
乖
離
し
た
も
の
と
言
え
る
。
こ
の

「
道
」
自
体
が
持
つ
本
来
的
な
未
限
定
な
在
り
方
と
、
一
方
で
明
確
な
基
準
と
し
て
の
在
り
方
に
見
ら
れ
る
矛
盾
が
、
本
来
「
道
」
が
そ

の
思
想
の
根
源
た
り
え
て
い
た
の
か
と
い
う
疑
問
を
投
げ
か
け
る
動
機
の
二
点
目
で
あ
る
。（

（
（

　
さ
ら
に
『
老
子
』
で
は
、「
道
」
の
絶
対
性
を
強
調
し
す
ぎ
る
あ
ま
り
、『
老
子
』
の
「
道
」
は
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
規
範
と
い
う

強
い
拘
束
力
を
持
つ
。
二
一
章
「
孔
徳
の
容
、
惟
だ
道
に
是
れ
従
う
。」、
二
三
章
「
故
に
道
に
従
事
す
る
者
」
で
は
、「
道
」
が
従
事
す

べ
き
対
象
と
さ
れ
、
三
七
章
で
は
「
道
は
常
に
為
す
無
く
し
て
、
而
も
為
さ
ざ
る
無
し
。
侯
王
若
し
能
く
之
を
守
れ
ば
、
万
物
将
に
自
ず

か
ら
化
せ
ん
と
す
。」
と
、「
侯
王
」
が
守
り
行
う
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
。
し
か
も
「
道
」
へ
の
従
事
は
こ
れ
に
止
ま
ら
な
い
。

和
を
知
る
を
常
と
曰
い
、常
を
知
る
を
明
と
曰
い
、生
を
益
す
を
祥
と
曰
い
、心
気
を
使
う
を
強
と
曰
う
。
物
は
壮
な
れ
ば
則
ち
老
ゆ
、

之
を
不
道
と
謂
う
、
不
道
は
早
く
已
む
。（
五
五
章
）

我
に
三
宝
有
り
、
持
し
て
之
を
保
つ
。
一
に
曰
く
慈
、
二
に
曰
く
倹
、
三
に
曰
く
敢
え
て
天
下
の
先
と
為
ら
ず
。
慈
な
る
が
故
に
、

能
く
勇
な
り
。
倹
な
る
が
故
に
、
能
く
広
し
。
敢
え
て
天
下
の
先
と
為
ら
ざ
る
が
故
に
、
能
く
器
の
長
を
成
す
。
今
慈
を
舎す

て
て

且
に
勇
な
ら
ん
と
し
、
倹
を
舎
て
て
且
に
広
か
ら
ん
と
し
、
後
と
な
る
を
舎
て
て
且
に
先
ん
ぜ
ん
と
す
れ
ば
、
死
せ
ん
。（
六
七
章
）

　
五
五
章
の
後
半
部
「
物
は
壮
な
れ
ば
則
ち
老
ゆ
、
之
を
不
道
と
謂
う
、
不
道
は
早
く
已
む
。」
は
三
〇
章
に
も
略
同
じ
く
見
ら
れ
る
。

物
事
は
強
壮
で
あ
れ
ば
老
衰
す
る
、
こ
れ
を
道
に
従
わ
な
い
と
い
う
、
道
に
従
わ
な
け
れ
ば
、
す
ぐ
に
滅
び
去
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
。
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宰
者
と
は
な
ら
な
い
と
説
か
れ
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
一
方
で
は
『
老
子
』
の
「
道
」
が
他
学
派
に
対
し
て
優
越
性
を
持
ち
、
規
範
と

し
て
明
確
化
さ
れ
、
万
物
に
絶
対
的
従
順
を
求
め
る
も
の
と
い
う
、
自
己
矛
盾
を
抱
え
る
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
道
」
の

描
写
・
説
明
に
お
い
て
齟
齬
を
き
た
す
原
因
を
探
り
、
根
源
者
と
さ
れ
る
「
道
」
に
つ
い
て
再
考
し
た
い
。

　
そ
も
そ
も
『
老
子
』
と
い
う
書
物
は
、
一
人
の
手
に
よ
っ
て
体
系
的
に
著
述
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
認
識
は
、『
老
子
』
を
研

究
す
る
上
で
一
般
的
に
な
っ
て
い
る
。
武
内
義
雄
氏
は
「
五
千
言
中
種
々
の
矛
盾
が
あ
る
の
は
そ
れ
が
一
家
言
で
な
く
諸
家
の
言
を
あ
つ

め
て
な
っ
た
証
据
で
あ
る
。」
と
し
、
津
田
左
右
吉
氏
は
「
最
初
の
原
本
が
既
に
一
人
の
作
で
は
無
く
、
ほ
ゞ
類
似
し
た
思
想
を
有
つ
て

ゐ
た
幾
人
か
の
学
者
の
言
が
あ
つ
め
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。」
と
し
、
木
村
英
一
氏
も
ま
た
「
一
た
い
道
徳
経
は
、
そ
の
構
造

か
ら
言
へ
ば
、
多
く
の
断
片
的
な
俚
諺
・
格
言
・
名
言
等
の
集
積
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
構
成
要
素
に
還
元
し
て
し
ま

へ
ば
、
そ
の
様
な
人
生
の
智
慧
を
語
つ
た
発
言
者
不
明
の
多
数
の
断
片
的
な
言
葉
の
陳
列
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
以
上
の
も
の
で
も
以
下
の
も

の
で
も
な
い
。」
と
す
る
。

　
こ
の
よ
う
に
『
老
子
』
は
春
秋
戦
国
期
の
道
家
的
傾
向
を
も
つ
種
々
の
金
言
を
意
図
的
に
集
め
て
成
っ
た
も
の
と
、
そ
の
内
容
上
か
ら

考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
「
道
」
或
い
は
『
老
子
』
の
思
想
の
根
源
と
な
る
べ
き
も
の
に
つ
い
て
も
統
一
さ
れ
て
い
な
い
感
が
あ
り
、
時

に
相
矛
盾
す
る
よ
う
な
内
容
と
な
っ
て
い
て
、
解
釈
し
難
い
部
分
が
多
々
見
ら
れ
る
。

二

　「一
」

　
ま
ず
「
一
」
と
「
道
」
と
の
関
係
に
解
釈
上
の
困
難
が
見
ら
れ
る
。

是
を
以
て
聖
人
は
一
を
抱
き
て
天
下
の
式
と
為
る
。（
二
二
章
）

昔
の
一
を
得
る
者
は
、
天
は
一
を
得
て
以
て
清
し
、
地
は
一
を
得
て
以
て
寧や

す

し
、
神
は
一
を
得
て
以
て
霊
に
し
て
、
谷
は
一
を
得

て
以
て
盈
ち
、
万
物
は
一
を
得
て
以
て
生
じ
、
侯
王
は
一
を
得
て
以
て
天
下
の
貞
と
為
る
。
其
れ
之
を
致
す
。（
三
九
章
）

　
こ
れ
ら
の
章
に
見
ら
れ
る
「
一
」
は
、
万
物
の
根
源
で
あ
り
、
規
範
で
あ
る
「
道
」
の
存
在
と
同
一
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
二
二
章

の
「
抱
一
」
は
、
唯
一
で
あ
る
無
為
の
道
を
し
っ
か
り
と
守
る
、
な
ど
と
訳
す
こ
と
が
で
き
る
。
三
九
章
で
は
、「
一
」
を
得
る
こ
と
で
、
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「
天
」
は
清
澄
に
、「
地
」
は
安
寧
に
、「
神
」
は
霊
妙
に
、「
谷
」
は
盈
満
、
万
物
は
生
成
す
る
。「
侯
王
」
も
ま
た
そ
の
「
一
」
を
得
る

こ
と
で
天
下
の
主
と
な
る
、と
い
う
。
三
九
章
の
王
弼
注
に
は
「
一
は
数
の
始
め
に
し
て
物
の
極
み
な
り
。」
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
一
」

の
存
在
は
、
先
に
見
た
「
道
」
の
存
在
と
ほ
ぼ
同
一
の
も
の
と
言
え
、「
一
」
を
「
道
」
と
直
接
に
置
き
換
え
て
解
釈
す
る
こ
と
も
、『
老

子
』
全
体
か
ら
通
し
て
考
え
る
な
ら
、
決
し
て
無
理
な
こ
と
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
こ
の
「
一
」
は
、『
老
子
』
の
宇
宙
生
成
論
と
し
て

し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
る
四
二
章
に
お
い
て
は
、「
道
」
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

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
、
冲
気
以
て
和
を
為
す
。

（
四
二
章
）

　
こ
こ
で
「
一
」
は
明
確
に
「
道
」
か
ら
生
じ
た
、す
な
わ
ち
「
道
」
に
対
し
て
二
次
的
な
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
「
道
」
か
ら
「
一
」

が
生
じ
る
、と
い
う
宇
宙
生
成
論
に
関
し
て
は
様
々
な
解
釈
に
よ
り
、「
道
」＝「
一
」と
い
う
関
係
と
の
矛
盾
を
解
消
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

蔣
錫
昌
氏
は
「
道
始
所
生
者
一
、一
即
道
也
。
自
其
名
而
言
之
、
謂
之
道
。
自
其
数
而
言
之
、
謂
之
一
。
三
九
章
『
天
得
一
以
清
』
言
天

得
道
以
清
也
、
此
其
証
也
。」（

（1
（

と
す
る
。
木
村
氏
は
「『
道
』
は
天
地
万
物
の
根
源
で
あ
っ
て
、
万
種
の
姿
・
万
種
の
名
を
も
つ
万
物
が
等

し
く
そ
れ
か
ら
発
生
し
、
そ
れ
に
よ
つ
て
成
立
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、『
万
物
』
の
『
万
』
に
対
し
て
『
道
』
は
『
一
』
と
し
か
言

い
様
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
こ
そ
『
道
』
は
『
一
』
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
『
一
』
と
は
『
道
』
を
『
万
物
』
の
万
種

に
対
置
し
た
時
の
呼
び
名
で
あ
る
か
ら
、い
は
ば
『
道
』
を
数
的
に
見
た
場
合
の
表
現
で
あ
り
、質
的
に
見
た
場
合
は
、『
万
物
』
が
『
有
』

で
あ
る
の
に
対
し
て
『
道
』
は
『
無
』
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
『
道
』
を
数
的
に
見
た
『
一
』
は
、『
万
物
』
の
構
成
要
素
で
あ
る
『
三
』
気
、

更
に
は
『
二
』
気
の
根
源
と
し
て
の
『
一
』
気
と
い
ふ
如
き
も
の
と
な
り
、
そ
こ
に
は
尚
ほ
多
少
の
有
的
な
性
質
を
残
し
て
居
る
か
ら
、

道
の
真
の
性
質
を
表
現
し
た
『
無
』
よ
り
は
、
一
歩
だ
け
『
万
物
』
に
近
い
と
い
つ
て
よ
い
で
あ
ら
う
。
そ
こ
で
こ
の
意
味
を
表
現
し
て

『
道
生
一
』
と
言
つ
て
下
文
と
語
呂
を
合
わ
せ
た
の
で
あ
ら
う
。」
と
す
る
。
金
谷
氏
は
「『
一
』
に
つ
い
て
は
『
道
』
の
別
名
と
も
さ
れ

て
い
た
か
ら
…
…
、『
道
が
一
を
生
ず
』
と
い
う
の
は
、
や
や
わ
か
り
に
く
い
。
た
だ
、『
一
』
と
い
え
ば
す
で
に
具
体
性
が
あ
っ
て
『
無
』

と
か
『
道
』
よ
り
は
進
ん
だ
表
現
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
を
と
ら
え
て
『
生
ず
』
と
段
階
づ
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。」
と
す
る
。（

（（
（

　
し
か
し
一
方
で
は
「
道
」
と
全
く
同
一
視
さ
れ
る
「
一
」
が
、「
道
」
の
後
に
生
ま
れ
出
た
も
の
と
な
っ
て
い
れ
ば
、
合
理
的
に
こ
れ
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宰
者
と
は
な
ら
な
い
と
説
か
れ
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
一
方
で
は
『
老
子
』
の
「
道
」
が
他
学
派
に
対
し
て
優
越
性
を
持
ち
、
規
範
と

し
て
明
確
化
さ
れ
、
万
物
に
絶
対
的
従
順
を
求
め
る
も
の
と
い
う
、
自
己
矛
盾
を
抱
え
る
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
道
」
の

描
写
・
説
明
に
お
い
て
齟
齬
を
き
た
す
原
因
を
探
り
、
根
源
者
と
さ
れ
る
「
道
」
に
つ
い
て
再
考
し
た
い
。

　
そ
も
そ
も
『
老
子
』
と
い
う
書
物
は
、
一
人
の
手
に
よ
っ
て
体
系
的
に
著
述
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
認
識
は
、『
老
子
』
を
研

究
す
る
上
で
一
般
的
に
な
っ
て
い
る
。
武
内
義
雄
氏
は
「
五
千
言
中
種
々
の
矛
盾
が
あ
る
の
は
そ
れ
が
一
家
言
で
な
く
諸
家
の
言
を
あ
つ

め
て
な
っ
た
証
据
で
あ
る
。」
と
し
、
津
田
左
右
吉
氏
は
「
最
初
の
原
本
が
既
に
一
人
の
作
で
は
無
く
、
ほ
ゞ
類
似
し
た
思
想
を
有
つ
て

ゐ
た
幾
人
か
の
学
者
の
言
が
あ
つ
め
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。」
と
し
、
木
村
英
一
氏
も
ま
た
「
一
た
い
道
徳
経
は
、
そ
の
構
造

か
ら
言
へ
ば
、
多
く
の
断
片
的
な
俚
諺
・
格
言
・
名
言
等
の
集
積
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
構
成
要
素
に
還
元
し
て
し
ま

へ
ば
、
そ
の
様
な
人
生
の
智
慧
を
語
つ
た
発
言
者
不
明
の
多
数
の
断
片
的
な
言
葉
の
陳
列
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
以
上
の
も
の
で
も
以
下
の
も

の
で
も
な
い
。」
と
す
る
。

　
こ
の
よ
う
に
『
老
子
』
は
春
秋
戦
国
期
の
道
家
的
傾
向
を
も
つ
種
々
の
金
言
を
意
図
的
に
集
め
て
成
っ
た
も
の
と
、
そ
の
内
容
上
か
ら

考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
「
道
」
或
い
は
『
老
子
』
の
思
想
の
根
源
と
な
る
べ
き
も
の
に
つ
い
て
も
統
一
さ
れ
て
い
な
い
感
が
あ
り
、
時

に
相
矛
盾
す
る
よ
う
な
内
容
と
な
っ
て
い
て
、
解
釈
し
難
い
部
分
が
多
々
見
ら
れ
る
。

二

　「一
」

　
ま
ず
「
一
」
と
「
道
」
と
の
関
係
に
解
釈
上
の
困
難
が
見
ら
れ
る
。

是
を
以
て
聖
人
は
一
を
抱
き
て
天
下
の
式
と
為
る
。（
二
二
章
）

昔
の
一
を
得
る
者
は
、
天
は
一
を
得
て
以
て
清
し
、
地
は
一
を
得
て
以
て
寧や

す

し
、
神
は
一
を
得
て
以
て
霊
に
し
て
、
谷
は
一
を
得

て
以
て
盈
ち
、
万
物
は
一
を
得
て
以
て
生
じ
、
侯
王
は
一
を
得
て
以
て
天
下
の
貞
と
為
る
。
其
れ
之
を
致
す
。（
三
九
章
）

　
こ
れ
ら
の
章
に
見
ら
れ
る
「
一
」
は
、
万
物
の
根
源
で
あ
り
、
規
範
で
あ
る
「
道
」
の
存
在
と
同
一
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
二
二
章

の
「
抱
一
」
は
、
唯
一
で
あ
る
無
為
の
道
を
し
っ
か
り
と
守
る
、
な
ど
と
訳
す
こ
と
が
で
き
る
。
三
九
章
で
は
、「
一
」
を
得
る
こ
と
で
、
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を
説
明
す
る
こ
と
は
困
難
を
極
め
る
。
こ
の
よ
う
な
矛
盾
は
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、『
老
子
』
が
本
来
一
人
の
手
に
よ
ら
ず
、
様
々

な
警
句
を
集
め
た
、
一
種
の
金
言
集
の
ご
と
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
由
来
す
る
。
た
だ
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
恐
ら
く
「
道
」
と
「
一
」

と
を
そ
れ
ぞ
れ
根
源
と
す
る
考
え
方
は
共
存
し
、
或
い
は
別
個
に
存
在
し
た
の
だ
ろ
う
が
、『
老
子
』
に
至
っ
て
は
、
あ
く
ま
で
「
道
」

が
何
よ
り
も
そ
の
思
想
の
根
源
と
な
っ
て
い
る
、
す
な
わ
ち
「
道
」
が
「
一
」
を
生
じ
る
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の

点
に
つ
い
て
参
照
す
べ
き
資
料
に
『
淮
南
子
』
が
あ
る
。『
淮
南
子
』
天
文
訓
に
は
「
道
を
規
と
曰
い
、
一
に
始
ま
る
も
、
一
に
し
て
生

ぜ
ず
、
故
に
分
か
れ
て
陰
陽
を
為
し
、
陰
陽
合
和
し
て
万
物
生
ず
。
故
に
曰
く
、
一
は
二
を
生
じ
、
二
は
三
を
生
じ
、
三
は
万
物
を
生
ず
、

と
。」（

（1
（

と
あ
り
、
精
神
訓
に
は
「
故
に
曰
く
、
一
は
二
を
生
じ
、
二
は
三
を
生
じ
、
三
は
万
物
を
生
じ
、
万
物
は
陰
を
背
に
し
て
陽
を
抱
き
、

沖
気
は
以
て
和
を
為
す
、と
。」
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
淮
南
子
』
に
は
「
道
生
一
」
が
な
く
、「
一
生
二
」
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
武
内
氏
は
「
淮
南
所
拠
の
老
子
に
は
『
道
生
一
』
の
三
字
な
か
り
し
な
る
べ
し
。
従
つ
て
、
一
は
道
の
子
に
あ
ら
ず
し
て

即
ち
道
な
り
。
道
と
一
と
は
別
物
に
あ
ら
ず
し
て
、
一
は
道
の
別
称
な
り
。
蓋
し
老
子
が
道
を
一
と
呼
ぶ
は
、
宇
宙
の
本
体
は
数
よ
り
論

ず
れ
ば
一
な
る
を
い
ふ
な
り
。
こ
れ
を
大
と
呼
ぶ
は
、其
の
量
よ
り
説
明
せ
る
名
な
り
。」
と
言
う
。
確
か
に
『
淮
南
子
』
原
道
訓
に
は
「
道

は
、
一
立
ち
て
万
物
生
ず
。
是
の
故
に
一
の
理
、
四
海
に
施
す
。
一
の
解
、
天
地
を
際き

わ

む
。」
と
あ
る
。
し
か
し
、
一
方
で
は
天
文
訓
や

精
神
訓
に
「
道
生
一
」
が
見
ら
れ
な
い
以
上
、「
一
」
が
「
道
」
の
後
に
生
じ
た
と
す
る
生
成
論
は
、
不
明
瞭
と
な
る
。『
老
子
』
が
そ
も

そ
も
金
言
集
と
し
て
の
性
格
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、「
道
」
と
「
一
」
と
を
そ
れ
ぞ
れ
宇
宙
生
成
論
の
根
源
と
し
て
い
た
思

想
が
別
個
に
存
在
し
、『
老
子
』
で
は
「
道
」
の
地
位
を
絶
対
に
し
よ
う
と
す
る
過
程
で
、「
道
生
一
」
を
付
加
し
た
も
の
と
考
え
る
の
が

妥
当
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。『
淮
南
子
』
天
文
訓
に
見
ら
れ
る
「
道
曰
規
始
於
一
」
も
ま
た
、「
道
」
と
「
一
」
の
思
想
と
を
融
合

さ
せ
よ
う
と
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
二
二
章
・
三
九
章
、
こ
の
他
一
〇
章
・
一
四
章
に
み
ら
れ
る
「
一
」
も
、

「
道
」
と
は
別
個
に
存
在
し
て
い
た
根
源
と
言
え
る
。（

（1
（
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三

　「天
」「
地
」

　
ま
た
「
天
地
」
と
「
道
」
と
の
関
係
に
も
着
目
す
べ
き
点
が
あ
る
。

道
は
冲
に
し
て
之
を
用
い
る
。
或
い
は
盈
た
ず
。（
四
章
）

　「
道
」
は
、
か
ら
っ
ぽ
の
よ
う
な
存
在
で
あ
り
な
が
ら
、
無
尽
蔵
な
は
た
ら
き
を
有
し
て
い
る
、
と
す
る
。
こ
の
他
、
三
五
章
で
は
「
道

の
口
よ
り
出
だ
す
は
、
淡
乎
と
し
て
其
れ
味
無
し
。
之
を
視
れ
ど
も
見
る
に
足
ら
ず
、
之
を
聴
け
ど
も
聞
く
に
足
ら
ず
、
之
を
用
い
れ
ど

も
既
く
す
に
足
ら
ず
。」
と
あ
り
、「
道
」
が
感
覚
器
官
で
は
そ
れ
と
分
か
る
対
象
で
は
な
い
が
、
無
限
の
は
た
ら
き
を
有
す
る
、
と
い
う
。

こ
の
「
道
」
の
あ
り
様
と
同
じ
表
現
を
用
い
て
「
天
地
」
を
描
写
す
る
箇
所
が
あ
る
。

天
地
の
間
、
其
れ
猶
お
槖
籥
の
ご
と
き
か
。
虚
に
し
て
屈
せ
ず
、
動
き
て
愈
々
出
づ
。（
五
章
）

　「
天
地
」
の
「
間
」
は
、ふ
い
ご
の
よ
う
に
中
は
か
ら
っ
ぽ
で
あ
り
な
が
ら
、尽
き
果
て
る
こ
と
な
く
、無
尽
蔵
な
働
き
を
す
る
、と
い
う
。

　
ま
た
「
道
」
は
、
絶
対
不
変
の
存
在
で
あ
る
が
た
め
に
、
人
が
そ
れ
と
一
体
と
な
れ
ば
永
久
と
な
り
、
危
険
な
目
に
遭
遇
す
る
こ
と
も

な
い
。常

を
知
れ
ば
容
な
り
、
容
な
れ
ば
乃
ち
公
な
り
、
公
な
れ
ば
乃
ち
王
な
り
、
王
な
れ
ば
乃
ち
天
な
り
、
天
な
れ
ば
乃
ち
道
な
り
、
道

な
れ
ば
乃
ち
久
し
、
身
を
没お

う
る
ま
で
殆
う
か
ら
ず
。（
一
六
章
）

　
こ
の
「
道
」
の
あ
り
方
と
同
じ
く
、「
天
地
」
も
ま
た
長
久
と
す
る
章
が
あ
る
。

天
は
長
く
地
は
久
し
、
天
地
の
能
く
長
く
且
つ
久
し
き
所
以
の
者
は
、
其
の
自
ら
生
ぜ
ざ
る
を
以
て
な
り
、
故
に
能
く
長
生
す
。（
七

章
）

　
こ
の
後
半
の
部
分
「
以
其
不
自
生
」
に
つ
い
て
、
福
永
光
司
氏
は
「『
不
自
生
』
と
は
自み

ず
か
ら
生
じ
た
と
し
な
い
、
す
な
わ
ち
己
が

万
物
の
生
成
者
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
も
た
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
こ
の
句
を
『
み
ず
か
ら
生
き
よ
う
と
し
な
い
か
ら
こ
そ
長
く
生
き
る

こ
と
が
で
き
る
』
と
解
す
る
の
も
一
解
。」
と
し
、
同
氏
は
前
者
の
解
釈
を
と
る
。（

（1
（

自
ら
が
万
物
を
生
成
し
た
と
意
識
し
な
い
、
と
解
釈

す
れ
ば
、
前
出
の
五
一
章
「
故
に
道
は
之
を
生
じ
、
徳
は
之
を
畜
い
、
之
を
長
じ
、
之
を
育
し
、
之
を
亭
し
、
之
を
毒
し
、
之
を
養
い
、

— 10 —

を
説
明
す
る
こ
と
は
困
難
を
極
め
る
。
こ
の
よ
う
な
矛
盾
は
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、『
老
子
』
が
本
来
一
人
の
手
に
よ
ら
ず
、
様
々

な
警
句
を
集
め
た
、
一
種
の
金
言
集
の
ご
と
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
由
来
す
る
。
た
だ
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
恐
ら
く
「
道
」
と
「
一
」

と
を
そ
れ
ぞ
れ
根
源
と
す
る
考
え
方
は
共
存
し
、
或
い
は
別
個
に
存
在
し
た
の
だ
ろ
う
が
、『
老
子
』
に
至
っ
て
は
、
あ
く
ま
で
「
道
」

が
何
よ
り
も
そ
の
思
想
の
根
源
と
な
っ
て
い
る
、
す
な
わ
ち
「
道
」
が
「
一
」
を
生
じ
る
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の

点
に
つ
い
て
参
照
す
べ
き
資
料
に
『
淮
南
子
』
が
あ
る
。『
淮
南
子
』
天
文
訓
に
は
「
道
を
規
と
曰
い
、
一
に
始
ま
る
も
、
一
に
し
て
生

ぜ
ず
、
故
に
分
か
れ
て
陰
陽
を
為
し
、
陰
陽
合
和
し
て
万
物
生
ず
。
故
に
曰
く
、
一
は
二
を
生
じ
、
二
は
三
を
生
じ
、
三
は
万
物
を
生
ず
、

と
。」（

（1
（

と
あ
り
、
精
神
訓
に
は
「
故
に
曰
く
、
一
は
二
を
生
じ
、
二
は
三
を
生
じ
、
三
は
万
物
を
生
じ
、
万
物
は
陰
を
背
に
し
て
陽
を
抱
き
、

沖
気
は
以
て
和
を
為
す
、と
。」
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
淮
南
子
』
に
は
「
道
生
一
」
が
な
く
、「
一
生
二
」
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
武
内
氏
は
「
淮
南
所
拠
の
老
子
に
は
『
道
生
一
』
の
三
字
な
か
り
し
な
る
べ
し
。
従
つ
て
、
一
は
道
の
子
に
あ
ら
ず
し
て

即
ち
道
な
り
。
道
と
一
と
は
別
物
に
あ
ら
ず
し
て
、
一
は
道
の
別
称
な
り
。
蓋
し
老
子
が
道
を
一
と
呼
ぶ
は
、
宇
宙
の
本
体
は
数
よ
り
論

ず
れ
ば
一
な
る
を
い
ふ
な
り
。
こ
れ
を
大
と
呼
ぶ
は
、其
の
量
よ
り
説
明
せ
る
名
な
り
。」
と
言
う
。
確
か
に
『
淮
南
子
』
原
道
訓
に
は
「
道

は
、
一
立
ち
て
万
物
生
ず
。
是
の
故
に
一
の
理
、
四
海
に
施
す
。
一
の
解
、
天
地
を
際き

わ

む
。」
と
あ
る
。
し
か
し
、
一
方
で
は
天
文
訓
や

精
神
訓
に
「
道
生
一
」
が
見
ら
れ
な
い
以
上
、「
一
」
が
「
道
」
の
後
に
生
じ
た
と
す
る
生
成
論
は
、
不
明
瞭
と
な
る
。『
老
子
』
が
そ
も

そ
も
金
言
集
と
し
て
の
性
格
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、「
道
」
と
「
一
」
と
を
そ
れ
ぞ
れ
宇
宙
生
成
論
の
根
源
と
し
て
い
た
思

想
が
別
個
に
存
在
し
、『
老
子
』
で
は
「
道
」
の
地
位
を
絶
対
に
し
よ
う
と
す
る
過
程
で
、「
道
生
一
」
を
付
加
し
た
も
の
と
考
え
る
の
が

妥
当
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。『
淮
南
子
』
天
文
訓
に
見
ら
れ
る
「
道
曰
規
始
於
一
」
も
ま
た
、「
道
」
と
「
一
」
の
思
想
と
を
融
合

さ
せ
よ
う
と
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
二
二
章
・
三
九
章
、
こ
の
他
一
〇
章
・
一
四
章
に
み
ら
れ
る
「
一
」
も
、

「
道
」
と
は
別
個
に
存
在
し
て
い
た
根
源
と
言
え
る
。（

（1
（
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之
を
覆
す
。
生
じ
て
有
せ
ず
、
為
し
て
恃
ま
ず
、
長
じ
て
宰
せ
ず
、
是
を
玄
徳
と
謂
う
。」
に
お
け
る
「
道
」
の
在
り
方
と
も
共
通
す
る
。

　
以
上
の
「
天
地
」
に
関
す
る
章
は
、
従
来
「
道
」
が
「
天
地
」
の
上
位
に
あ
り
、「
天
地
」
は
「
道
」
に
法
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
即

ち
「
道
」
の
無
限
性
を
描
写
し
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
と
す
る
解
釈
が
一
般
的
で
あ
る
。
木
村
氏
は
「
道
徳
経
の
他
の
部
分
の
、『
道
』・『
天

地
』・『
万
物
』
の
三
者
を
立
て
る
思
想
と
疎
通
し
て
考
へ
る
と
、『
天
地
』
よ
り
も
一
層
根
源
的
な
『
道
』
は
『
天
地
』
よ
り
は
一
層
無

限
で
あ
り
、
ま
た
『
天
地
』
の
無
限
性
も
畢
竟
『
道
』
の
無
限
性
に
よ
つ
て
成
り
立
つ
と
も
言
へ
よ
う
か
ら
、
そ
の
意
味
か
ら
推
せ
ば
、

結
局
こ
れ
等
の
言
葉
も
、『
道
』
の
作
用
の
無
限
性
を
間
接
に
言
ひ
表
し
た
こ
と
に
な
る
―
。」
と
し
、
武
内
氏
は
七
章
の
解
説
に
「
天
地

が
長
久
な
理
由
は
天
地
は
道
す
な
わ
ち
谷
神
の
形
に
表
わ
れ
た
の
で
、万
物
を
生
ず
る
が
、自
ら
を
生
じ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。」
と
し
、

ま
た
福
永
氏
は
五
章
の
解
説
に
「
天
地
大
自
然
の
理
法
す
な
わ
ち
道
」
と
述
べ
て
い
る
。
た
だ
、『
老
子
』
が
金
言
集
の
ご
と
き
も
の
で

あ
る
と
の
認
識
か
ら
見
直
せ
ば
、
や
は
り
こ
れ
ら
「
天
地
」
の
み
に
言
及
し
た
章
に
「
道
」
の
文
字
が
な
く
、「
天
地
」
を
以
て
万
物
の

根
源
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
描
写
し
て
い
る
の
は
、
明
確
に
「
道
」
が
万
物
の
根
源
と
す
る
考
え
方
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

少
な
く
と
も
こ
れ
ら
の
章
に
お
い
て
は
、「
道
」
が
そ
の
根
源
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
、
或
い
は
「
道
」
を
中
心
と
す
る
思
想

以
外
に
、「
天
地
」
を
以
て
そ
の
根
源
と
す
る
思
想
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
明
確
に
「
天
地
」
が
「
道
」
の
下
位
に
あ
り
、
従
属
す
る
も
の
だ
と
の
認
識
は
『
老
子
』
中
に
散
見
さ
れ
る
。

人
は
地
に
法
り
、
地
は
天
に
法
り
、
天
は
道
に
法
り
、
道
は
自
然
に
法
る
。（
二
五
章
）

　
二
五
章
に
お
い
て
は
「
道
」
の
あ
り
方
に
「
天
」
や
「
地
」
は
法
る
も
の
と
す
る
。
つ
ま
り
「
天
地
」
は
「
道
」
に
従
う
も
の
で
あ
り
、

「
天
地
」
の
無
尽
蔵
な
る
は
た
ら
き
も
ま
た
「
道
」
の
特
性
を
備
え
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
の
論
理
が
成
立
す
る
。
し
か
し
『
老
子
』
に

金
言
集
と
い
う
特
性
が
あ
る
と
の
前
提
に
立
ち
、
先
に
挙
げ
た
『
老
子
』
の
五
章
及
び
七
章
が
一
個
の
独
立
し
た
格
言
で
あ
る
と
の
認
識

に
立
つ
な
ら
ば
、「
道
」
と
い
う
語
が
な
い
以
上
、や
は
り
「
道
」
と
は
別
個
の
宇
宙
論
、即
ち
「
天
地
」
を
中
心
と
し
た
宇
宙
論
が
あ
り
、

二
五
章
で
は
、「
道
」
を
中
心
と
し
た
生
成
論
中
に
、
そ
れ
ら
「
天
地
」
を
中
心
と
し
た
宇
宙
論
を
取
り
込
ん
で
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。

　「
天
地
」
を
中
心
と
し
た
生
成
論
が
「
道
」
と
は
別
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
、『
老
子
』
中
に
散
見
さ
れ
る
「
天
」
或
い
は
「
天
道
」
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と
い
う
概
念
、
ま
た
他
の
諸
文
献
中
に
見
ら
れ
る
「
天
地
」
を
中
心
と
し
た
生
成
論
の
記
述
か
ら
推
測
さ
れ
う
る
。

人
を
治
め
天
に
事
う
る
は
、
嗇
に
若
く
は
莫
し
。（
五
九
章
）

善
く
士
た
る
者
は
武
な
ら
ず
、善
く
戦
う
者
は
怒
ら
ず
、善
く
敵
に
勝
つ
者
は
与
に
せ
ず
、善
く
人
を
用
い
る
者
は
、之
が
下
と
為
る
。

是
を
不
争
の
徳
と
謂
い
、
是
を
人
の
力
を
用
い
る
と
謂
い
、
是
を
天
に
配
す
と
謂
う
。
古
の
極
み
な
り
。（
六
八
章
）

　
五
九
章
に
見
え
る
「
治
人
事
天
」
は
、
福
永
光
司
氏
の
前
記
著
書
に
よ
り
夙
に
『
孟
子
』
滕
文
公
上
及
び
尽
心
上
に
見
え
る
言
葉
と
指

摘
さ
れ
て
い
る
。「
事
天
」
に
つ
い
て
は
、『
墨
子
』
法
儀
等
に
も
見
え
る
語
で
天
に
つ
か
え
る
、
従
事
す
る
、
等
の
語
義
で
あ
る
。

　
ま
た
『
老
子
』
六
八
章
の
「
配
天
」
は
、『
尚
書
』
や
『
毛
詩
』
等
に
散
見
す
る
語
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
天
の
意
志
に
沿
う
、
天
意
に

か
な
う
等
の
義
と
な
る
。

　『
老
子
』
中
に
、
儒
家
や
墨
家
と
も
共
有
す
る
「
事
天
」「
配
天
」
と
い
う
用
語
が
あ
る
の
は
、
絶
対
者
で
あ
り
、
主
宰
者
で
あ
る
天
を

信
仰
し
、
そ
の
意
に
従
わ
ん
と
す
る
思
想
に
由
来
す
る
。
そ
の
た
め
『
老
子
』
に
あ
っ
て
も
、「
天
」
が
意
志
を
持
ち
、
人
格
神
的
存
在

と
な
る
こ
と
も
あ
る
。
六
七
章
に
「
夫
れ
慈
は
、
以
て
戦
え
ば
則
ち
勝
ち
、
以
て
守
れ
ば
則
ち
固
し
。
天
将
に
之
を
救
わ
ん
と
し
、
慈
を

以
て
之
を
衛
る
。」、
ま
た
七
三
章
に
「
敢
え
て
す
る
に
勇
な
れ
ば
則
ち
殺
さ
れ
、
敢
え
て
せ
ざ
る
に
勇
な
れ
ば
則
ち
活
く
、
此
の
両
者
は

或
い
は
利
、
或
い
は
害
。
天
の
悪
む
所
、
孰
か
其
の
故
を
知
ら
ん
。
是
を
以
て
聖
人
は
猶
お
是
を
難
し
と
す
。」
と
あ
る
の
が
、
そ
れ
で

あ
る
。（

（1
（

『
老
子
』
で
は
さ
ら
に
、
天
の
理
法
と
さ
れ
る
「
天
道
」「
天
之
道
」
へ
の
言
及
も
九
章
・
四
七
章
・
七
三
章
・
七
七
章
・
七
九
章
・

八
一
章
に
見
ら
れ
る
。

持
し
て
之
を
盈
た
す
は
、
其
れ
已
む
に
如
か
ず
。
揣き

た

え
て
之
を
鋭
く
す
る
は
、
長
く
保
つ
べ
か
ら
ず
。
金
玉
堂
に
満
つ
る
は
、
之

を
能
く
守
る
こ
と
莫
し
。
富
貴
に
し
て
驕
る
は
、
自
ら
其
の
咎
を
遺
す
。
功
遂
げ
身
退
く
は
、
天
の
道
な
り
。（
九
章
）

天
の
道
は
、
其
れ
猶
お
弓
を
張
る
が
ご
と
き
か
。
高
き
者
は
之
を
抑
え
、
下
き
者
は
之
を
挙
ぐ
。
余
り
有
る
者
は
之
を
損
じ
、
足

ら
ざ
る
者
は
之
を
補
う
。
天
の
道
は
、
余
り
有
る
を
損
じ
て
足
ら
ざ
る
を
補
う
。
人
の
道
は
、
則
ち
然
ら
ず
、
足
ら
ざ
る
を
損
し

て
以
て
余
り
有
る
に
奉
ず
。
孰
か
能
く
余
り
有
り
て
以
て
天
下
に
奉
ぜ
ん
。
唯
だ
有
道
者
の
み
。
是
を
以
て
聖
人
は
為
し
て
恃
ま
ず
、

功
成
り
て
処
ら
ず
、
其
れ
賢
を
見
わ
す
を
欲
せ
ず
。（
七
七
章
）
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之
を
覆
す
。
生
じ
て
有
せ
ず
、
為
し
て
恃
ま
ず
、
長
じ
て
宰
せ
ず
、
是
を
玄
徳
と
謂
う
。」
に
お
け
る
「
道
」
の
在
り
方
と
も
共
通
す
る
。

　
以
上
の
「
天
地
」
に
関
す
る
章
は
、
従
来
「
道
」
が
「
天
地
」
の
上
位
に
あ
り
、「
天
地
」
は
「
道
」
に
法
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
即

ち
「
道
」
の
無
限
性
を
描
写
し
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
と
す
る
解
釈
が
一
般
的
で
あ
る
。
木
村
氏
は
「
道
徳
経
の
他
の
部
分
の
、『
道
』・『
天

地
』・『
万
物
』
の
三
者
を
立
て
る
思
想
と
疎
通
し
て
考
へ
る
と
、『
天
地
』
よ
り
も
一
層
根
源
的
な
『
道
』
は
『
天
地
』
よ
り
は
一
層
無

限
で
あ
り
、
ま
た
『
天
地
』
の
無
限
性
も
畢
竟
『
道
』
の
無
限
性
に
よ
つ
て
成
り
立
つ
と
も
言
へ
よ
う
か
ら
、
そ
の
意
味
か
ら
推
せ
ば
、

結
局
こ
れ
等
の
言
葉
も
、『
道
』
の
作
用
の
無
限
性
を
間
接
に
言
ひ
表
し
た
こ
と
に
な
る
―
。」
と
し
、
武
内
氏
は
七
章
の
解
説
に
「
天
地

が
長
久
な
理
由
は
天
地
は
道
す
な
わ
ち
谷
神
の
形
に
表
わ
れ
た
の
で
、万
物
を
生
ず
る
が
、自
ら
を
生
じ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。」
と
し
、

ま
た
福
永
氏
は
五
章
の
解
説
に
「
天
地
大
自
然
の
理
法
す
な
わ
ち
道
」
と
述
べ
て
い
る
。
た
だ
、『
老
子
』
が
金
言
集
の
ご
と
き
も
の
で

あ
る
と
の
認
識
か
ら
見
直
せ
ば
、
や
は
り
こ
れ
ら
「
天
地
」
の
み
に
言
及
し
た
章
に
「
道
」
の
文
字
が
な
く
、「
天
地
」
を
以
て
万
物
の

根
源
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
描
写
し
て
い
る
の
は
、
明
確
に
「
道
」
が
万
物
の
根
源
と
す
る
考
え
方
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

少
な
く
と
も
こ
れ
ら
の
章
に
お
い
て
は
、「
道
」
が
そ
の
根
源
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
、
或
い
は
「
道
」
を
中
心
と
す
る
思
想

以
外
に
、「
天
地
」
を
以
て
そ
の
根
源
と
す
る
思
想
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
明
確
に
「
天
地
」
が
「
道
」
の
下
位
に
あ
り
、
従
属
す
る
も
の
だ
と
の
認
識
は
『
老
子
』
中
に
散
見
さ
れ
る
。

人
は
地
に
法
り
、
地
は
天
に
法
り
、
天
は
道
に
法
り
、
道
は
自
然
に
法
る
。（
二
五
章
）

　
二
五
章
に
お
い
て
は
「
道
」
の
あ
り
方
に
「
天
」
や
「
地
」
は
法
る
も
の
と
す
る
。
つ
ま
り
「
天
地
」
は
「
道
」
に
従
う
も
の
で
あ
り
、

「
天
地
」
の
無
尽
蔵
な
る
は
た
ら
き
も
ま
た
「
道
」
の
特
性
を
備
え
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
の
論
理
が
成
立
す
る
。
し
か
し
『
老
子
』
に

金
言
集
と
い
う
特
性
が
あ
る
と
の
前
提
に
立
ち
、
先
に
挙
げ
た
『
老
子
』
の
五
章
及
び
七
章
が
一
個
の
独
立
し
た
格
言
で
あ
る
と
の
認
識

に
立
つ
な
ら
ば
、「
道
」
と
い
う
語
が
な
い
以
上
、や
は
り
「
道
」
と
は
別
個
の
宇
宙
論
、即
ち
「
天
地
」
を
中
心
と
し
た
宇
宙
論
が
あ
り
、

二
五
章
で
は
、「
道
」
を
中
心
と
し
た
生
成
論
中
に
、
そ
れ
ら
「
天
地
」
を
中
心
と
し
た
宇
宙
論
を
取
り
込
ん
で
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。

　「
天
地
」
を
中
心
と
し
た
生
成
論
が
「
道
」
と
は
別
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
、『
老
子
』
中
に
散
見
さ
れ
る
「
天
」
或
い
は
「
天
道
」
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福
永
光
司
氏
は
『
老
子
』
九
章
の
「
天
之
道
」
に
注
し
て
「
天
地
の
道
も
し
く
は
天
地
自
然
の
理
法
を
い
う
が
、
そ
れ
は
単
に
『
天
』

も
し
く
は『
道
』『
理
』と
も
よ
ば
れ
て
、人
間
界
と
自
然
界
を
貫
く
恒
常
不
変
の
真
理
、自
然
の
掟
、必
然
の
理
法
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
っ

た
。」
と
い
う
。
同
氏
は
四
七
章
の
「
天
道
」
に
つ
い
て
「
天
の
理
法
」
も
し
く
は
「
天
体
の
運
行
」
と
す
る
。

　
七
七
章
に
顕
著
な
よ
う
に
、
天
道
と
道
と
は
、『
老
子
』
に
あ
っ
て
ほ
ぼ
同
一
の
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
天
の
道
は
、
弓
を
張
る

よ
う
な
も
の
。
高
い
部
分
は
抑
え
、
低
い
部
分
は
引
き
上
げ
る
。
余
り
有
る
者
は
減
ら
し
、
足
り
な
い
者
に
は
補
う
。
こ
れ
と
同
じ
く
余

り
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
天
下
の
た
め
に
差
し
出
す
の
は
、「
有
道
者
」
だ
け
だ
と
言
う
。
こ
の
道
を
体
得
し
た
「
聖
人
」
は
成
し
遂
げ
て

も
そ
れ
に
頼
ら
ず
、成
功
し
て
も
そ
こ
に
留
ま
ら
な
い
。
こ
れ
は
九
章
の
「
功
遂
げ
身
退
く
は
、天
の
道
な
り
。」
に
通
ず
る
。
七
三
章
「
天

の
道
は
、
争
わ
ず
し
て
善
く
勝
つ
。」
も
、
八
章
で
「
道
に
幾
し
。」
と
さ
れ
る
「
水
」
が
「
夫
れ
唯
だ
争
わ
ず
、
故
に
尤
無
し
。」
と
あ

る
の
に
近
い
。

　
こ
の
よ
う
に
「
天
道
」「
天
之
道
」
は
、『
老
子
』
に
あ
っ
て
は
「
道
」
と
も
通
じ
、
天
の
理
法
と
い
う
意
味
合
い
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

一
方
で
「
天
道
」「
天
之
道
」
は
、『
老
子
』
以
外
の
資
料
で
も
多
々
見
ら
れ
る
所
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
『
老
子
』
の
「
道
」
を
中
心
と
し

た
思
想
の
淵
源
と
の
指
摘
が
あ
る
。

　
例
え
ば
浅
野
裕
一
氏
は
、
ま
ず
『
国
語
』
越
語
下
篇
に
見
ら
れ
る
「
范
蠡
型
思
想
」
を
「
予
兆
・
災
殃
を
媒
介
と
す
る
強
烈
な
天
人
相

関
思
想
、
上
帝
・
天
・
地
・
天
道
を
人
為
の
規
範
と
す
る
世
界
の
枠
組
み
、
天
道
の
運
動
周
期
に
連
動
す
る
人
為
の
増
減
、
現
実
に
立
脚

し
た
思
考
態
度
、
敵
国
の
打
倒
を
目
指
す
積
極
的
・
実
践
的
性
格
の
五
項
目
」
と
し
た
上
で
、「
老
子
の
道
と
范
蠡
型
思
想
の
天
道
と
の

間
に
は
、
放
縦
な
盈
満
を
自
戒
せ
ん
と
す
る
屈
折
し
た
姿
勢
と
、
あ
ま
ね
く
恩
恵
を
施
し
な
が
ら
も
、
そ
の
功
を
誇
ら
ぬ
態
度
を
是
と
す

る
謙
譲
の
姿
勢
の
二
点
に
於
て
、顕
著
な
類
似
性
を
看
取
し
得
る
」
と
す
る
。
浅
野
氏
は
こ
の
他
、諸
々
の
共
通
性
を
見
出
し
た
上
で
「
范

蠡
型
思
想
と
『
老
子
』
と
が
思
想
的
に
共
通
し
た
基
盤
に
立
脚
し
て
い
た
」
と
し
、「
も
は
や
『
老
子
』
に
於
て
は
中
心
的
位
置
を
占
め

な
い
天
人
相
関
思
想
や
、
最
上
位
者
が
必
ず
し
も
道
で
統
一
さ
れ
ず
、
な
お
天
道
や
天
地
が
並
立
す
る
点
な
ど
、『
老
子
』
の
中
で
は
古

い
思
想
形
態
を
残
存
さ
せ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
部
分
に
、
と
り
わ
け
范
蠡
型
思
想
と
の
類
似
性
が
集
中
し
て
現
れ
る
」
と
す
る
。
九
章
・

七
七
章
に
見
え
る
「
天
之
道
」
に
『
国
語
』
越
語
下
篇
「
陽
至
ら
ば
而
ち
陰
と
な
り
、陰
至
ら
ば
而
ち
陽
と
な
り
、日
困
し
め
ば
而
ち
還
り
、
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月
盈
つ
れ
ば
而
ち
匡か

く
」
と
い
う
「
范
蠡
型
思
想
の
天
道
が
持
つ
周
期
運
動
の
名
残
り
が
感
じ
ら
れ
た
り
す
る
…
…
こ
う
し
た
現
象
は
、

本
来『
老
子
』が
范
蠡
型
思
想
を
一
つ
の
祖
型
に
し
て
形
成
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
予
測
さ
せ
る
。」と
述
べ
る
。
ま
た「
基
本
的
に『
老

子
』
の
道
は
、
范
蠡
型
思
想
に
於
け
る
上
帝
・
天
・
天
道
・
地
四
者
の
機
能
の
合
成
体
と
言
え
る
。」
と
い
う
。
し
か
し
そ
こ
に
は
「
懸
隔
」

が
あ
り
、「
そ
の
主
要
部
分
は
『
老
子
』
の
創
作
に
か
か
る
と
見
た
方
が
妥
当
で
あ
る
」
と
す
る
。（

（1
（

　
高
木
智
見
氏
は
、『
国
語
』
や
『
春
秋
左
氏
伝
』、『
尚
書
』
等
多
く
の
先
秦
の
史
書
を
用
い
て
論
証
し
、「
天
人
に
つ
い
て
の
観
測
と
記

録
を
何
世
代
に
も
わ
た
っ
て
継
続
し
、
そ
れ
ら
を
文
字
記
録
あ
る
い
は
口
頭
伝
承
と
し
て
蓄
積
し
て
い
た
彼
ら
は
、
し
だ
い
に
人
間
と
自

然
の
歩
み
の
背
後
に
大
き
な
力
を
発
見
し
た
。
そ
れ
こ
そ
が
『
天
道
』
で
あ
っ
た
。」
と
す
る
。
そ
し
て
「『
老
子
』
は
、
そ
う
し
た
史
官

の
思
想
（
論
者
注
：『
究
極
的
に
は
天
道
に
従
い
、
常
に
恭
し
く
警
戒
せ
よ
と
い
う
こ
と
』）
を
背
景
と
し
て
、
天
道
を
も
相
対
化
す
る
根

源
的
原
理
と
し
て
の
『
道
』
を
見
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。」
と
す
る
。（

（1
（

　『
老
子
』
の
「
道
」
の
在
り
方
と
も
軌
を
一
に
す
る
「
天
道
」
が
、
本
来
『
老
子
』
以
外
の
諸
書
に
於
い
て
見
ら
れ
、
そ
れ
は
伝
統
的

な
上
帝
や
天
の
観
念
よ
り
派
生
し
て
き
た
も
の
で
あ
っ
て
、『
老
子
』
は
そ
の
よ
う
な
天
道
観
を
自
己
の
思
想
中
に
取
り
入
れ
た
と
さ
れ

る
こ
と
が
、
両
氏
の
指
摘
か
ら
確
認
で
き
る
。

　
以
上
、『
老
子
』
に
見
ら
れ
る
「
天
」
や
「
天
道
」
に
つ
い
て
概
観
し
た
が
、
こ
れ
を
要
す
る
に
、『
老
子
』
に
あ
っ
て
は
「
道
」
を
中

心
と
す
る
思
想
の
外
に
、
伝
統
的
観
念
で
あ
る
「
天
」
や
、
そ
れ
を
理
法
化
し
た
「
天
道
」
と
い
っ
た
概
念
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
を
、「
道
」

を
中
心
と
し
た
生
成
論
中
に
取
り
込
ん
で
い
る
こ
と
が
明
確
と
な
っ
た
。
よ
っ
て
前
出
の
『
老
子
』
五
章
「
天
地
之
間
、
其
猶
槖
籥
乎
。

虚
而
不
屈
、
動
而
愈
出
。」
や
七
章
「
天
長
地
久
、
天
地
所
以
能
長
且
久
者
、
以
其
不
自
生
、
故
能
長
生
。」
に
見
ら
れ
る
「
天
」
や
「
地
」

も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
章
で
「
道
」
に
従
属
す
る
も
の
と
明
示
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、「
道
」
と
は
別
に
存
在
し
て
い
た
「
天
」「
地
」
を
根
源

に
据
え
た
生
成
論
の
一
端
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　「
天
」
を
中
心
に
据
え
た
生
成
論
は
、
池
田
末
利
氏
が
「
人
間
ひ
い
て
は
万
物
の
根
源
者
的
な
天
」
と
し
て
、『
春
秋
左
氏
伝
』
に
そ
の

例
を
見
出
し
て
い
る
。（

（1
（

襄
公
一
四
年
伝
「
天
生
民
而
立
之
君
、
使
司
牧
之
、
勿
使
失
性
。」、
襄
公
二
七
年
伝
「
天
生
五
材
、
民
並
用
之
。」、

天
は
、
民
を
生
じ
、
五
材
（
五
行
）
を
生
ず
る
、
と
い
う
。
こ
の
他
に
も
、『
春
秋
左
氏
伝
』
文
公
一
三
年
伝
「
天
生
民
而
樹
之
君
、
以
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福
永
光
司
氏
は
『
老
子
』
九
章
の
「
天
之
道
」
に
注
し
て
「
天
地
の
道
も
し
く
は
天
地
自
然
の
理
法
を
い
う
が
、
そ
れ
は
単
に
『
天
』

も
し
く
は『
道
』『
理
』と
も
よ
ば
れ
て
、人
間
界
と
自
然
界
を
貫
く
恒
常
不
変
の
真
理
、自
然
の
掟
、必
然
の
理
法
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
っ

た
。」
と
い
う
。
同
氏
は
四
七
章
の
「
天
道
」
に
つ
い
て
「
天
の
理
法
」
も
し
く
は
「
天
体
の
運
行
」
と
す
る
。

　
七
七
章
に
顕
著
な
よ
う
に
、
天
道
と
道
と
は
、『
老
子
』
に
あ
っ
て
ほ
ぼ
同
一
の
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
天
の
道
は
、
弓
を
張
る

よ
う
な
も
の
。
高
い
部
分
は
抑
え
、
低
い
部
分
は
引
き
上
げ
る
。
余
り
有
る
者
は
減
ら
し
、
足
り
な
い
者
に
は
補
う
。
こ
れ
と
同
じ
く
余

り
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
天
下
の
た
め
に
差
し
出
す
の
は
、「
有
道
者
」
だ
け
だ
と
言
う
。
こ
の
道
を
体
得
し
た
「
聖
人
」
は
成
し
遂
げ
て

も
そ
れ
に
頼
ら
ず
、成
功
し
て
も
そ
こ
に
留
ま
ら
な
い
。
こ
れ
は
九
章
の
「
功
遂
げ
身
退
く
は
、天
の
道
な
り
。」
に
通
ず
る
。
七
三
章
「
天

の
道
は
、
争
わ
ず
し
て
善
く
勝
つ
。」
も
、
八
章
で
「
道
に
幾
し
。」
と
さ
れ
る
「
水
」
が
「
夫
れ
唯
だ
争
わ
ず
、
故
に
尤
無
し
。」
と
あ

る
の
に
近
い
。

　
こ
の
よ
う
に
「
天
道
」「
天
之
道
」
は
、『
老
子
』
に
あ
っ
て
は
「
道
」
と
も
通
じ
、
天
の
理
法
と
い
う
意
味
合
い
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

一
方
で
「
天
道
」「
天
之
道
」
は
、『
老
子
』
以
外
の
資
料
で
も
多
々
見
ら
れ
る
所
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
『
老
子
』
の
「
道
」
を
中
心
と
し

た
思
想
の
淵
源
と
の
指
摘
が
あ
る
。

　
例
え
ば
浅
野
裕
一
氏
は
、
ま
ず
『
国
語
』
越
語
下
篇
に
見
ら
れ
る
「
范
蠡
型
思
想
」
を
「
予
兆
・
災
殃
を
媒
介
と
す
る
強
烈
な
天
人
相

関
思
想
、
上
帝
・
天
・
地
・
天
道
を
人
為
の
規
範
と
す
る
世
界
の
枠
組
み
、
天
道
の
運
動
周
期
に
連
動
す
る
人
為
の
増
減
、
現
実
に
立
脚

し
た
思
考
態
度
、
敵
国
の
打
倒
を
目
指
す
積
極
的
・
実
践
的
性
格
の
五
項
目
」
と
し
た
上
で
、「
老
子
の
道
と
范
蠡
型
思
想
の
天
道
と
の

間
に
は
、
放
縦
な
盈
満
を
自
戒
せ
ん
と
す
る
屈
折
し
た
姿
勢
と
、
あ
ま
ね
く
恩
恵
を
施
し
な
が
ら
も
、
そ
の
功
を
誇
ら
ぬ
態
度
を
是
と
す

る
謙
譲
の
姿
勢
の
二
点
に
於
て
、顕
著
な
類
似
性
を
看
取
し
得
る
」
と
す
る
。
浅
野
氏
は
こ
の
他
、諸
々
の
共
通
性
を
見
出
し
た
上
で
「
范

蠡
型
思
想
と
『
老
子
』
と
が
思
想
的
に
共
通
し
た
基
盤
に
立
脚
し
て
い
た
」
と
し
、「
も
は
や
『
老
子
』
に
於
て
は
中
心
的
位
置
を
占
め

な
い
天
人
相
関
思
想
や
、
最
上
位
者
が
必
ず
し
も
道
で
統
一
さ
れ
ず
、
な
お
天
道
や
天
地
が
並
立
す
る
点
な
ど
、『
老
子
』
の
中
で
は
古

い
思
想
形
態
を
残
存
さ
せ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
部
分
に
、
と
り
わ
け
范
蠡
型
思
想
と
の
類
似
性
が
集
中
し
て
現
れ
る
」
と
す
る
。
九
章
・

七
七
章
に
見
え
る
「
天
之
道
」
に
『
国
語
』
越
語
下
篇
「
陽
至
ら
ば
而
ち
陰
と
な
り
、陰
至
ら
ば
而
ち
陽
と
な
り
、日
困
し
め
ば
而
ち
還
り
、

— 14 —— 15 —



— 16 —

利
之
也
。」
と
あ
る
。
天
が
民
を
生
ず
る
、
と
い
う
思
想
は
、
他
の
文
献
に
も
頻
見
さ
れ
る
。『
国
語
』
楚
語
上
「
民
、
天
之
生
也
。
知
天
、

必
知
民
矣
。」、『
墨
子
』
尚
同
下
「
古
者
、天
之
始
生
民
、未
有
正
長
也
、百
姓
為
人
。」
な
ど
と
あ
り
、『
呂
氏
春
秋
』
に
も
数
例
見
ら
れ
る
。

　「
地
」
を
中
心
と
し
た
生
成
論
は
、
浅
野
氏
が
前
記
『
黄
老
道
の
成
立
と
展
開
』
で
指
摘
す
る
よ
う
に
、『
国
語
』
越
語
下
篇
「
唯
地
能

包
万
物
以
為
一
、
其
事
不
失
、
生
万
物
、
容
畜
禽
獣
、
然
後
受
其
名
、
而
兼
其
利
、
美
悪
皆
成
、
以
養
生
。」
と
あ
る
の
が
参
考
に
な
る
。

た
だ
浅
野
氏
は
こ
の
地
の
生
成
論
に
つ
い
て
「
万
物
の
生
成
に
際
し
、
一
定
程
度
の
天
の
参
与
を
認
め
て
い
た
。」
と
付
言
す
る
。

　「
天
地
」
を
列
記
し
た
も
の
と
し
て
は
、『
春
秋
左
氏
伝
』
成
公
一
三
年
伝
「
吾
、
聞
之
、
民
受
天
地
之
中
以
生
、
所
謂
命
也
。」、
昭
公

二
五
年
伝
「
則
天
之
明
、
因
地
之
性
、
生
其
六
気
、
用
其
五
行
、
気
為
五
味
、
発
為
五
色
、
章
為
五
声
。」、『
管
子
』
内
業
「
凡
人
之
生
也
、

天
出
其
精
、地
出
其
形
、合
此
以
為
人
。」、『
呂
氏
春
秋
』
孟
春
紀
・
貴
公
「
天
地
大
矣
。
生
而
弗
子
、成
而
弗
有
。」、有
始
覧
「
天
地
有
始
。

天
微
以
成
、
地
塞
以
形
。
天
地
合
和
、
生
之
大
経
也
。」
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
「
天
」「
地
」
を
中
心
と
し
て
「
民
」
や
「
万
物
」
を
生
成
す
る
と
い
う
思
想
は
、
先
秦
の
資
料
中
に
散
見
さ
れ
る
。
万

物
を
生
成
す
る
も
の
と
し
て
の
「
天
」
や
「
地
」
と
い
う
発
想
は
、既
述
の
通
り
『
老
子
』
の
五
章
や
七
章
に
見
ら
れ
、「
天
地
」
が
「
道
」

に
従
属
す
る
形
が
と
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
一
方
で
『
老
子
』
二
五
章
で
顕
著
な
よ
う
に
、「
天
地
」
は
「
道
」
に
法
る
と
さ
れ
る
。
こ

れ
は
『
老
子
』
の
作
成
過
程
に
お
い
て
、「
天
地
」
が
万
物
を
生
成
す
る
と
い
う
思
想
を
取
り
込
み
、「
天
地
」
を
も
含
め
た
あ
ら
ゆ
る
も

の
を
生
成
す
る
根
源
と
し
て
「
道
」
の
地
位
を
高
め
よ
う
と
し
た
た
め
と
考
え
る
。
そ
れ
は
伝
統
的
観
念
で
あ
る
「
天
」
や
そ
れ
を
理
法

化
し
た
「
天
道
」
と
い
っ
た
概
念
を
、「
道
」
の
生
成
論
中
に
取
り
込
ん
で
い
っ
た
過
程
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
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四

　小
結

　
も
と
も
と
各
章
段
が
格
言
と
し
て
ば
ら
ば
ら
に
存
在
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
『
老
子
』
で
は
、
春
秋
時
代
よ
り
「
道
徳
」
や
「
方
法
」

な
ど
の
意
と
し
て
多
用
さ
れ
て
い
た
「
道
」
を
、
そ
の
思
想
の
根
幹
に
据
え
、
そ
の
求
心
力
を
高
め
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の

よ
う
な
「
道
」
を
中
心
と
し
た
思
想
形
成
に
当
た
り
「
道
」
の
地
位
を
さ
ら
に
高
め
よ
う
と
し
て
、
相
対
的
価
値
を
否
定
す
る
一
方
で
他

学
派
に
対
す
る
優
越
性
を
高
ら
か
に
唱
え
、
ま
た
道
自
体
は
限
定
不
能
な
も
の
で
あ
り
な
が
ら
「
道
」
を
法
る
べ
き
明
確
な
対
象
と
し
、

さ
ら
に
万
物
の
主
宰
者
と
な
ら
な
い
と
い
う
思
想
を
有
し
な
が
ら
万
物
に
対
す
る
強
制
力
・
拘
束
力
を
持
つ
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。『
老

子
』中
の「
道
」を
巡
る
諸
々
の
矛
盾
は
、『
老
子
』の
編
纂
者
が
、儒
家
を
始
め
と
す
る
他
学
派
に
対
抗
せ
ん
が
た
め
、ま
た「
一
」や「
天
地
」

の
生
成
論
を
も
下
位
に
置
き
、「
道
」
を
中
心
と
し
た
思
想
を
強
力
に
推
し
進
め
よ
う
と
し
た
結
果
、生
じ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

〔
注
〕（

１
） 

拙
著
「
郭
店
楚
簡
『
老
子
』
二
五
章
の
「
道
」・「
自
然
」
に
つ
い
て
」（『
福
岡
教
育
大
学
　
国
語
科
研
究
論
集
』
第
四
五
号
、
二
〇
〇
四
年
一
月
）

（
２
） 

拙
著
「
上
博
楚
簡
『
亙
先
』
の
宇
宙
生
成
論
―
馬
王
堆
漢
墓
帛
書
『
道
原
』
と
の
関
連
を
通
し
て
―
」（『
日
本
中
国
学
会
報
』
第
五
九
集
、

二
〇
〇
七
年
一
〇
月
）

（
３
） 

荻
生
徂
徠
の
門
徒
、
明
和
七
年
に
宇
佐
美
灊
水
の
考
訂
し
た
『
王
注
老
子
道
徳
経
』
を
底
本
と
す
る
。
な
お
馬
王
堆
帛
書
『
老
子
』
甲
本
・
乙
本

に
つ
い
て
は
、
国
家
文
物
局
古
文
献
研
究
室
編
『
馬
王
堆
漢
墓
帛
書
〔
壹
〕』（
文
物
出
版
社
、
一
九
八
〇
年
）
に
よ
っ
た
。
ま
た
郭
店
楚
簡
『
老
子
』

は
、
荊
門
市
博
物
館
編
『
郭
店
楚
墓
竹
簡
』（
文
物
出
版
社
、
一
九
九
八
年
）
に
よ
っ
た
。

（
４
） 

武
内
義
雄
著『
老
子
之
研
究
』（
東
京
改
造
社
、一
九
二
七
年
）。
後
、武
内
義
雄
著『
武
内
義
雄
全
集
　
第
五
巻
　
老
子
篇
』（
角
川
書
店
、一
九
七
八
年
）

所
収
。
以
下
、
武
内
氏
の
引
用
は
『
武
内
義
雄
全
集
　
第
五
巻
　
老
子
篇
』
に
よ
る
。

（
５
） 

津
田
左
右
吉
著
『
道
家
の
思
想
と
其
の
展
開
』（
岩
波
書
店
、
一
九
三
九
年
）、
後
『
津
田
左
右
吉
全
集
』
第
一
三
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
三
年
）

所
収
。
以
下
、
津
田
氏
の
引
用
は
、『
道
家
の
思
想
と
其
の
展
開
』
に
よ
る
。
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利
之
也
。」
と
あ
る
。
天
が
民
を
生
ず
る
、
と
い
う
思
想
は
、
他
の
文
献
に
も
頻
見
さ
れ
る
。『
国
語
』
楚
語
上
「
民
、
天
之
生
也
。
知
天
、

必
知
民
矣
。」、『
墨
子
』
尚
同
下
「
古
者
、天
之
始
生
民
、未
有
正
長
也
、百
姓
為
人
。」
な
ど
と
あ
り
、『
呂
氏
春
秋
』
に
も
数
例
見
ら
れ
る
。

　「
地
」
を
中
心
と
し
た
生
成
論
は
、
浅
野
氏
が
前
記
『
黄
老
道
の
成
立
と
展
開
』
で
指
摘
す
る
よ
う
に
、『
国
語
』
越
語
下
篇
「
唯
地
能

包
万
物
以
為
一
、
其
事
不
失
、
生
万
物
、
容
畜
禽
獣
、
然
後
受
其
名
、
而
兼
其
利
、
美
悪
皆
成
、
以
養
生
。」
と
あ
る
の
が
参
考
に
な
る
。

た
だ
浅
野
氏
は
こ
の
地
の
生
成
論
に
つ
い
て
「
万
物
の
生
成
に
際
し
、
一
定
程
度
の
天
の
参
与
を
認
め
て
い
た
。」
と
付
言
す
る
。

　「
天
地
」
を
列
記
し
た
も
の
と
し
て
は
、『
春
秋
左
氏
伝
』
成
公
一
三
年
伝
「
吾
、
聞
之
、
民
受
天
地
之
中
以
生
、
所
謂
命
也
。」、
昭
公

二
五
年
伝
「
則
天
之
明
、
因
地
之
性
、
生
其
六
気
、
用
其
五
行
、
気
為
五
味
、
発
為
五
色
、
章
為
五
声
。」、『
管
子
』
内
業
「
凡
人
之
生
也
、

天
出
其
精
、地
出
其
形
、合
此
以
為
人
。」、『
呂
氏
春
秋
』
孟
春
紀
・
貴
公
「
天
地
大
矣
。
生
而
弗
子
、成
而
弗
有
。」、有
始
覧
「
天
地
有
始
。

天
微
以
成
、
地
塞
以
形
。
天
地
合
和
、
生
之
大
経
也
。」
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
「
天
」「
地
」
を
中
心
と
し
て
「
民
」
や
「
万
物
」
を
生
成
す
る
と
い
う
思
想
は
、
先
秦
の
資
料
中
に
散
見
さ
れ
る
。
万

物
を
生
成
す
る
も
の
と
し
て
の
「
天
」
や
「
地
」
と
い
う
発
想
は
、既
述
の
通
り
『
老
子
』
の
五
章
や
七
章
に
見
ら
れ
、「
天
地
」
が
「
道
」

に
従
属
す
る
形
が
と
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
一
方
で
『
老
子
』
二
五
章
で
顕
著
な
よ
う
に
、「
天
地
」
は
「
道
」
に
法
る
と
さ
れ
る
。
こ

れ
は
『
老
子
』
の
作
成
過
程
に
お
い
て
、「
天
地
」
が
万
物
を
生
成
す
る
と
い
う
思
想
を
取
り
込
み
、「
天
地
」
を
も
含
め
た
あ
ら
ゆ
る
も

の
を
生
成
す
る
根
源
と
し
て
「
道
」
の
地
位
を
高
め
よ
う
と
し
た
た
め
と
考
え
る
。
そ
れ
は
伝
統
的
観
念
で
あ
る
「
天
」
や
そ
れ
を
理
法

化
し
た
「
天
道
」
と
い
っ
た
概
念
を
、「
道
」
の
生
成
論
中
に
取
り
込
ん
で
い
っ
た
過
程
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
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（
６
） 

木
村
英
一
著
『
老
子
の
新
研
究
』（
創
文
社
、
一
九
五
九
年
）
以
下
、
木
村
氏
の
引
用
は
、
上
記
著
書
に
よ
る
。

（
７
） 

高
亨
著
『
老
子
正
詁
』（
古
籍
出
版
社
、
一
九
五
六
年
）

（
８
） 『
老
子
』
一
八
章
は
、
郭
店
楚
簡
本
や
馬
王
堆
本
で
は
異
同
が
見
ら
れ
る
。
た
だ
、
本
論
文
で
は
あ
く
ま
で
通
行
本
『
老
子
』
に
お
け
る
「
道
」
の

解
釈
を
目
的
と
し
て
い
る
た
め
、
詳
論
し
な
い
。
以
下
も
こ
れ
に
準
ず
る
。

（
９
） 

津
田
氏
は
「
一
般
の
用
語
例
で
の
道
が
自
然
の
理
法
で
あ
り
、
人
の
拠
る
べ
き
準
則
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
此
く
の
ご
と
き
恍
惚
た
る
も
の
、

此
く
の
ご
と
き
名
状
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
つ
て
は
な
ら
ぬ
は
ず
で
あ
る
。」「
余
は
…
…
そ
こ
に
一
種
の
宇
宙
生
成
論
的
思
想
か
ら
導
か
れ
て
来

た
形
迹
の
あ
る
こ
と
を
認
め
よ
う
と
思
ふ
。」
と
述
べ
る
。
ま
た
『
老
子
』
の
「
特
殊
の
考
へ
方
」
と
し
て
「
此
の
宇
宙
の
状
態
（
論
者
注
：「
形
無

く
名
な
き
宇
宙
の
渾
沌
の
状
態
」）
を
も
道
の
名
で
呼
ぶ
や
う
に
な
つ
た
こ
と
と
、
前
に
述
べ
た
如
く
大
道
が
古
に
行
は
れ
て
ゐ
た
と
す
る
歴
史
的
見

解
が
太
初
の
渾
沌
と
道
の
概
念
と
の
結
合
を
誘
致
し
た
」
こ
と
を
挙
げ
る
。

（
10
） 

蒋
錫
昌
著
『
老
子
校
詁
』（
東
昇
出
版
、
一
九
八
〇
年
）

（
11
） 

金
谷
治
著
『
老
子
』（
講
談
社
、
一
九
九
七
年
）

（
12
） 

王
念
孫
『
読
書
雑
誌
』
は
「
曰
規
の
二
字
は
、
上
下
の
文
義
と
相
属
か
ず
。
此
は
上
文
の
故
曰
規
生
矩
殺
に
因
り
て
誤
り
衍
す
。
宋
書
律
志
は
道

始
於
一
に
作
る
。
曰
規
の
二
字
無
し
。」
と
す
る
。（
王
念
孫
著
『
読
書
雑
志
』
江
蘇
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
）

（
13
） 

な
お
、
今
本
『
老
子
』
一
四
章
は
「
之
を
視
れ
ど
も
見
え
ず
、
名
づ
け
て
夷
と
曰
う
。
之
を
聴
け
ど
も
聞
こ
え
ず
、
名
づ
け
て
希
と
曰
う
。
之
を

摶と
ら
え
ど
も
得
ず
、
名
づ
け
て
微
と
曰
う
。
此
の
三
者
は
致
詰
す
べ
か
ら
ず
、
故
に
混
じ
て
一
と
為
す
。
其
の
上
は
皦
ら
か
な
ら
ず
、
其
の
下
は
昧
か

ら
ず
、
縄
縄
と
し
て
名
づ
く
べ
か
ら
ず
、
無
物
に
復
帰
す
。
是
を
無
状
の
状
、
無
物
の
象
と
謂
い
、
是
を
惚
恍
と
謂
う
。
之
を
迎
え
て
其
の
首
を
見
ず
、

之
に
随
い
て
其
の
後
を
見
ず
。
古
の
道
を
執
り
て
以
て
今
の
有
を
御
す
。
能
く
古
始
を
知
る
、
是
を
道
紀
と
謂
う
。」
で
あ
る
が
、
馬
王
堆
帛
書
『
老

子
』
甲
本
・
乙
本
で
は
、「
其
の
上
は
皦
ら
か
な
ら
ず
、
其
の
下
は
昧
か
ら
ず
、
縄
縄
と
し
て
名
づ
く
べ
か
ら
ず
、
無
物
に
復
帰
す
。」
の
一
句
の
前
に
、

と
も
に
「
一
者
」
の
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
れ
は
傅
奕
本
も
ま
た
同
じ
。（
傅
奕
本
は
、
島
邦
男
著
『
老
子
校
正
』
汲
古
書
院
、
一
九
七
三
年

を
参
照
し
た
）
こ
こ
に
「
一
者
」
が
あ
っ
た
場
合
、「
道
」
＝
「
一
」
の
図
式
は
よ
り
明
確
に
な
り
、
四
二
章
「
道
生
一
」
と
の
矛
盾
が
一
層
明
確
に

な
る
。「
道
」
を
上
位
に
立
て
る
こ
と
を
優
先
し
た
結
果
、
一
四
章
の
「
一
者
」
は
、
抹
消
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
る
。
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ま
た
、
池
田
知
久
氏
は
前
記
著
書
『
馬
王
堆
出
土
文
献
訳
注
叢
書
　
老
子
』
で
『
荘
子
』
斉
物
論
篇
に
「『
無
→
一
→
二
→
三
→
万
』
の
よ
う
に
展

開
す
る
知
識
論
的
な
過
程
」
を
見
出
す
。
同
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
『
荘
子
』
天
地
篇
に
は
「
泰
初
に
无
有
り
。
有
无
く
名
无
し
。
一
の
起
く
る
所
は
、

一
有
り
て
未
だ
形
せ
ず
。」
と
あ
り
、四
二
章
と
似
て
、「
無
」
→
「
一
」
と
い
う
生
成
過
程
と
な
る
。
た
だ
、こ
こ
に
は
、「
道
」
と
い
う
語
が
見
え
な
い
。

ま
た
「
道
」
を
そ
の
根
源
と
し
な
い
生
成
論
と
し
て
は
、『
呂
氏
春
秋
』
大
楽
篇
「
太
一
は
両
儀
を
出
だ
し
、
両
儀
は
陰
陽
を
出
だ
す
。
…
…
。」
と

あ
る
の
が
参
照
さ
れ
る
。

（
14
） 

永
光
司
著
『
老
子
』
上
・
下
（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
八
七
年
）。
以
下
、
同
氏
の
引
用
は
、
上
記
著
書
に
よ
る
。

（
15
） 

浅
野
裕
一
氏
は
『
黄
老
道
の
成
立
と
展
開
』（
創
文
社
、
一
九
九
二
年
）
で
「
第
四
章
に
は
『
帝
の
先
に
象
す
』
と
あ
っ
て
、『
老
子
』
も
道
の
下

位
に
上
帝
の
存
在
を
想
定
し
た
か
と
も
受
け
取
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、」
六
七
章
・
七
三
章
の
「
天
は
、
上
天
・
上
帝
の
意
に
も
解
し
得
る
。」

そ
し
て
「
道
を
最
上
位
者
と
す
る
新
し
い
層
の
思
考
と
、
上
天
・
上
帝
―
天
地
―
天
道
の
系
列
を
立
て
る
古
い
層
の
思
考
と
が
、
相
互
の
関
係
を
曖

昧
に
し
た
ま
ま
併
存
し
て
い
る
可
能
性
も
大
き
い
。」
と
指
摘
す
る
。

（
16
） 

前
出
浅
野
裕
一
著
『
黄
老
道
の
成
立
と
展
開
』
参
照
。

（
17
） 

高
木
智
見
著
『
先
秦
の
社
会
と
思
想
』（
創
文
社
、
二
〇
〇
一
年
）

（
18
） 「
天
道
と
天
命
（
下
）
―
春
秋
伝
に
見
え
る
天
の
理
法
性
―
」（『
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
　
日
本
・
東
洋
』
第
二
九
巻
一
号
、
一
九
七
〇
年
三
月
）、

後
に
池
田
末
利
著
『
中
国
古
代
宗
教
史
研
究
―
制
度
と
思
想
―
』（
東
海
大
学
出
版
会
、
一
九
八
一
年
）
所
収
。
本
論
文
で
の
引
用
は
『
広
島
大
学
文

学
部
紀
要
　
日
本
・
東
洋
』（
第
二
九
巻
一
号
、
一
九
七
〇
年
三
月
）
に
よ
る
。

［
付
記
］
本
論
文
は
「
日
本
中
国
学
会
　
第
六
二
回
大
会
」（
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
一
〇
日
、
広
島
大
学
文
学
部
）
で
の
研
究
発
表
「
通
行
本
『
老
子
』
の

「
道
」
に
見
ら
れ
る
矛
盾
」
に
基
づ
き
、
若
干
の
修
正
を
加
え
て
い
る
。
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（
６
） 

木
村
英
一
著
『
老
子
の
新
研
究
』（
創
文
社
、
一
九
五
九
年
）
以
下
、
木
村
氏
の
引
用
は
、
上
記
著
書
に
よ
る
。

（
７
） 

高
亨
著
『
老
子
正
詁
』（
古
籍
出
版
社
、
一
九
五
六
年
）

（
８
） 『
老
子
』
一
八
章
は
、
郭
店
楚
簡
本
や
馬
王
堆
本
で
は
異
同
が
見
ら
れ
る
。
た
だ
、
本
論
文
で
は
あ
く
ま
で
通
行
本
『
老
子
』
に
お
け
る
「
道
」
の

解
釈
を
目
的
と
し
て
い
る
た
め
、
詳
論
し
な
い
。
以
下
も
こ
れ
に
準
ず
る
。

（
９
） 

津
田
氏
は
「
一
般
の
用
語
例
で
の
道
が
自
然
の
理
法
で
あ
り
、
人
の
拠
る
べ
き
準
則
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
此
く
の
ご
と
き
恍
惚
た
る
も
の
、

此
く
の
ご
と
き
名
状
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
つ
て
は
な
ら
ぬ
は
ず
で
あ
る
。」「
余
は
…
…
そ
こ
に
一
種
の
宇
宙
生
成
論
的
思
想
か
ら
導
か
れ
て
来

た
形
迹
の
あ
る
こ
と
を
認
め
よ
う
と
思
ふ
。」
と
述
べ
る
。
ま
た
『
老
子
』
の
「
特
殊
の
考
へ
方
」
と
し
て
「
此
の
宇
宙
の
状
態
（
論
者
注
：「
形
無

く
名
な
き
宇
宙
の
渾
沌
の
状
態
」）
を
も
道
の
名
で
呼
ぶ
や
う
に
な
つ
た
こ
と
と
、
前
に
述
べ
た
如
く
大
道
が
古
に
行
は
れ
て
ゐ
た
と
す
る
歴
史
的
見

解
が
太
初
の
渾
沌
と
道
の
概
念
と
の
結
合
を
誘
致
し
た
」
こ
と
を
挙
げ
る
。

（
10
） 

蒋
錫
昌
著
『
老
子
校
詁
』（
東
昇
出
版
、
一
九
八
〇
年
）

（
11
） 

金
谷
治
著
『
老
子
』（
講
談
社
、
一
九
九
七
年
）

（
12
） 

王
念
孫
『
読
書
雑
誌
』
は
「
曰
規
の
二
字
は
、
上
下
の
文
義
と
相
属
か
ず
。
此
は
上
文
の
故
曰
規
生
矩
殺
に
因
り
て
誤
り
衍
す
。
宋
書
律
志
は
道

始
於
一
に
作
る
。
曰
規
の
二
字
無
し
。」
と
す
る
。（
王
念
孫
著
『
読
書
雑
志
』
江
蘇
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
）

（
13
） 

な
お
、
今
本
『
老
子
』
一
四
章
は
「
之
を
視
れ
ど
も
見
え
ず
、
名
づ
け
て
夷
と
曰
う
。
之
を
聴
け
ど
も
聞
こ
え
ず
、
名
づ
け
て
希
と
曰
う
。
之
を

摶と
ら
え
ど
も
得
ず
、
名
づ
け
て
微
と
曰
う
。
此
の
三
者
は
致
詰
す
べ
か
ら
ず
、
故
に
混
じ
て
一
と
為
す
。
其
の
上
は
皦
ら
か
な
ら
ず
、
其
の
下
は
昧
か

ら
ず
、
縄
縄
と
し
て
名
づ
く
べ
か
ら
ず
、
無
物
に
復
帰
す
。
是
を
無
状
の
状
、
無
物
の
象
と
謂
い
、
是
を
惚
恍
と
謂
う
。
之
を
迎
え
て
其
の
首
を
見
ず
、

之
に
随
い
て
其
の
後
を
見
ず
。
古
の
道
を
執
り
て
以
て
今
の
有
を
御
す
。
能
く
古
始
を
知
る
、
是
を
道
紀
と
謂
う
。」
で
あ
る
が
、
馬
王
堆
帛
書
『
老

子
』
甲
本
・
乙
本
で
は
、「
其
の
上
は
皦
ら
か
な
ら
ず
、
其
の
下
は
昧
か
ら
ず
、
縄
縄
と
し
て
名
づ
く
べ
か
ら
ず
、
無
物
に
復
帰
す
。」
の
一
句
の
前
に
、

と
も
に
「
一
者
」
の
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
れ
は
傅
奕
本
も
ま
た
同
じ
。（
傅
奕
本
は
、
島
邦
男
著
『
老
子
校
正
』
汲
古
書
院
、
一
九
七
三
年

を
参
照
し
た
）
こ
こ
に
「
一
者
」
が
あ
っ
た
場
合
、「
道
」
＝
「
一
」
の
図
式
は
よ
り
明
確
に
な
り
、
四
二
章
「
道
生
一
」
と
の
矛
盾
が
一
層
明
確
に

な
る
。「
道
」
を
上
位
に
立
て
る
こ
と
を
優
先
し
た
結
果
、
一
四
章
の
「
一
者
」
は
、
抹
消
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
る
。
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