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◉
論
考

後
藤
梨
春
『
都
老
子
』
論
　
―
本
草
学
と
「
老
子
」
と
の
連
繋
―�

吉
田
　
宰

は
じ
め
に

『
都
老
子
』（
宝
暦
二
年
〈
一
七
五
二
〉
刊
）
は
、
本
草
学
者
・
後
藤
梨
春	（
１
）
が

著
し
た
戯
作
で
あ
る
。
作
者
の
梨
春
は
元
禄
十
五
年
（
一
七
〇
二
）
に
生
ま
れ
、

明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
四
月
八
日
に
没
し
た
江
戸
の
人
で
、
初
め
多
田
姓
を
名

乗
り
、
の
ち
後
藤
と
改
め
た
。
名
は
光
生
・
光
寧
、
字
は
梨
春
、
号
は
梧
陰
庵
・

名
張
湖
鏡
・
張
朱
鱗
。
田
村
藍
水
に
本
草
学
を
学
び
、
蘭
学
も
修
め
た
。
ま
た
、

躋せ
い

寿じ
ゅ

館か
ん

都
講
と
し
て
本
草
学
を
講
じ
た
経
歴
も
持
つ
。
さ
ら
に
、
そ
の
著
『
随
観

写
真
』（
宝
暦
七
年
〈
一
七
五
七
〉
自
序
、
写	（
２
））
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
学

識
は
博
物
学
的
傾
向
も
持
つ
。
こ
う
し
た
学
問
的
な
活
動
以
外
で
は
、『
都
老
子
』

の
ほ
か
に
『
竜
宮
船
』（
宝
暦
四
年
〈
一
七
五
四
〉
刊
）
と
い
う
戯
作
も
執
筆
し
て

お
り
、
こ
れ
ら
は
と
も
に
漢
字
平
仮
名
交
り
文
の
挿
絵
つ
き
で
書
か
れ
て
い
る
。

本
稿
で
論
じ
る
『
都
老
子
』
に
つ
い
て
は
、
つ
と
に
中
野
三
敏
が
近
世
中
期
の

老
荘
思
想
流
行
の
中
で
こ
れ
を
位
置
づ
け
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る	（
３
）。

（
上
略
）
本
書
内
容
は
「
都
鄙
花
見
草

（
マ
マ
）」「

菅
神
梅
花
之
章
」
に
始
ま
っ
て
「
酌

酒
対
雪
之
章
」
に
終
わ
る
四
季
の
変
転
に
応
じ
た
市
井
人
間
の
行
事
生
活
に

即
し
て
、
無
為
自
然
の
心
法
を
説
い
た
も
の
で
、
何
れ
も
朱
鱗
の
問
い
に
梨

春
先
生
が
答
え
る
形
を
と
り
、
各
巻
六
章
ず
つ
、
特
に
滑
稽
の
表
現
に
意
を

用
い
る
で
も
な
く
、
庶
民
の
分
度
遵
守
を
強
く
訴
え
る
で
も
な
く
、
専
ら
老

子
の
大
道
無
為
を
最
上
の
心
法
と
し
て
説
く
辺
り
、
従
来
の
教
訓
読
本
と
は

聊
か
毛
色
の
変
わ
っ
た
、
知
識
人
向
け
の
内
容
が
感
じ
ら
れ
、
杜
鵑
を
論
じ

て
黄
允
交
の
「
雑
纂
三
続
」
を
引
き
、
杜
若
を
述
べ
て
朱
輔
の
「
渓
蛮
叢
笑
」

に
言
及
す
る
等
、
博
物
家
と
し
て
の
梨
春
先
生
の
面
目
を
顕
わ
し
て
い
る
。

中
野
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
本
書
に
は
老
子
の
思
想
の
う
ち
、
と
く
に
「
無
為
自

然
」「
大
道
無
為
」
を
述
べ
た
章
段
が
巻
一
を
中
心
に
多
く
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
本

草
学
者
と
し
て
の
側
面
も
随
所
に
現
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
全
体
を
通
し
て
み
た

場
合
、
老
子
の
思
想
と
直
接
関
わ
り
の
な
い
章
段
も
数
多
く
あ
る	（
４
）。
本
稿
で
扱

う
巻
一
「
因

な
に
よ
つ
て
じ
つ
に
ま
よ
ふ

名
惑
実
の
章
」
お
よ
び
巻
二
「
梅
雨
諸
説
の
章
」
も
一
見
そ
の
例

に
当
て
は
ま
る
も
の
だ
が
、
こ
れ
ら
の
章
段
は
、
実
は
「
無
為
自
然
」「
大
道
無

為
」
以
外
の
老
子
の
思
想
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
を
第
三
節
で
後
述
す
る	（
５
）。

さ
て
、
老
子
の
思
想
お
よ
び
そ
れ
以
外
の
雑
多
な
内
容
を
持
つ
『
都
老
子
』
で

あ
る
が
、
な
ぜ
本
草
学
者
と
し
て
活
躍
し
た
梨
春
は
老
子
の
思
想
を
受
容
し
た
の

か
。
第
一
に
は
、
中
野
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
当
時
の
老
荘
思
想
の
流
行
が
関

わ
っ
て
こ
よ
う
。
だ
が
、
こ
の
ほ
か
に
も
、
梨
春
が
老
子
の
思
想
を
受
容
し
得
た

要
因
は
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
本
草
学
と
老
子
の
思
想
と
に

は
思
考
態
度
に
お
け
る
接
点
が
あ
っ
た
た
め
に
、
梨
春
に
と
っ
て
老
子
の
思
想
は
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受
け
入
れ
や
す
く
、
そ
の
結
果
、
老
子
の
思
想
を
織
り
交
ぜ
た
『
都
老
子
』
と
い

う
戯
作
は
著
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
本
草
学
と
老
子
の
思
想
と
の
共
通
性
に
つ
い
て
、『
都
老

子
』
巻
一
「
因
名
惑
実
の
章
」
お
よ
び
巻
二
「
梅
雨
諸
説
の
章
」
を
対
象
に
考
察

し
、
梨
春
が
「
無
為
自
然
」「
大
道
無
為
」
以
外
の
老
子
の
思
想
を
受
容
し
た
要
因

を
明
ら
か
に
す
る	（
６
）。
ま
た
、
巻
一
「
因
名
惑
実
の
章
」
で
は
、
梨
春
が
本
草
学

者
に
と
っ
て
の
常
の
戒
め
を
説
い
て
お
り
、
そ
の
背
景
に
は
梨
春
の
属
し
た
本
草

学
派
の
学
風
が
影
響
し
て
い
る
こ
と
も
併
せ
て
指
摘
す
る
。

一
、「
名
」
と
「
物
」
と
の
対
応
関
係

『
都
老
子
』
巻
一
「
因
名
惑
実
の
章
」
の
冒
頭
で
は
、「
か
き
つ
ば
た
」
と
い
う

植
物
の
名
物
（
名
称
と
実
物
）
に
つ
い
て
、
梨
春
は
次
の
よ
う
に
考
察
し
て
い
る
。

か
き
つ
ば
た
と
い
ふ
草
、
杜と

若じ
や
くと

い
ふ
文
字
を
古
よ
り
書
伝
え
け
る
に
、
近

き
比
、
文
字
さ
か
ん
な
る
ゆ
へ
に
や
、
杜
若
は
西も

ろ

土こ
し

の
香
草
の
名
に
て
、
か

き
つ
ば
た
に
は
あ
ら
ず
と
て
、
燕ゑ

ん

子し

花く
わ

こ
そ
日
本
の
か
き
つ
ば
た
成
と
て
も

て
は
や
す
族や

か
ら多

し
。
さ
り
と
は
か
た
く
な
な
る
了
簡
な
り
。
も
ろ
こ
し
に
て

も
日
本
に
て
も
、
一
名
二
物
、
二

（「
一
物
二
名
」の
誤
り
か
）

物
一
名
な
る
物
、
あ
げ
て
か
ぞ
へ
が
た
し
。

ま
ず
古
の
説
で
は
、
日
本
の
「
か
き
つ
ば
た
」
と
い
う
草
は
漢
名
で
は
「
杜
若
」

で
あ
る
と
す
る
が
、
近
年
の
説
に
よ
る
と
、「
か
き
つ
ば
た
」
と
「
杜
若
」
は
別
物

で
あ
っ
て
、
漢
名
で
い
う
「
燕
子
花
」
こ
そ
が
日
本
の
「
か
き
つ
ば
た
」
で
あ
る

と
説
明
さ
れ
る
。
し
か
し
、
梨
春
は
こ
の
近
年
の
説
を
否
定
し
、「
も
ろ
こ
し
に
て

も
日
本
に
て
も
、
一
名
二
物
、
二
物
一
名
な
る
物
、
あ
げ
て
か
ぞ
へ
が
た
し
」
と

主
張
す
る
。

こ
こ
で
、「
一
名
二
物
、
二
物
一
名
」
と
い
う
用
語
が
出
て
く
る
が
、
後
者
の

「
二
物
一
名
」
は
、
前
者
と
の
意
味
上
の
重
な
り
を
避
け
る
た
め
、「
一
物
二
名
」

の
誤
り
と
考
え
て
処
理
を
す
る
。
こ
れ
ら
の
用
語
は
、
例
え
ば
梨
春
『
本
草
綱
目

補
物
品
目
録
』（
享
保
十
三
年
〈
一
七
二
八
〉
自
序
、
宝
暦
二
年
〈
一
七
五
二
〉
刊
）

に
、「
山
丹
」
を
説
明
し
て
、

山ベ
ニ

丹ガ
リ　

出ヅ
二
于
三
才
図
会ニ

。一
○
玄
達ガ

曰
今
謂
紅ベ

ニ扁
署ガ

リ

。
一
種
百
合
之
類ニ

有
二
山

丹
。（

一
）一
名
二
物
也
。（
巻
上
・
木
之
属
「
山
丹
」）

と
あ
り
、
ま
た
「
伺
潮
鶏
」
を
説
明
し
て
、

伺
潮
鶏　

光
生
按ル

ニ

  

載ス
ル二

于
臨
海
異
物
志ニ
一
石
鶏
一
物
乎
。（
巻
下
・
羽
之
属

「
伺
潮
鶏
」）

と
あ
る
こ
と
か
ら	（
７
）、「
一
名
二
物
」
と
は
名
称
は
同
じ
だ
が
実
物
は
違
う
こ
と

を
指
し
、
逆
に
「
一
物
二
名
」
と
は
実
物
は
同
じ
だ
が
名
称
は
違
う
こ
と
を
指
す

も
の
で
あ
る
と
分
か
る
。
な
お
、「
一
名
二
物
」「
一
物
二
名
」
に
類
す
る
表
現
と

し
て
、「
同
名
異
物
」「
一
物
二
種
」「
一
類
二
種
」
と
い
っ
た
も
の
も
あ
り	（
８
）、
こ

う
し
た
「
名
」
と
「
物
」
と
の
対
応
関
係
を
考
え
る
こ
と
は
、
梨
春
の
み
な
ら
ず

本
草
学
の
分
野
で
は
一
般
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る	（
９
）。

こ
の
こ
と
を
押
さ
え
た
上
で
、
先
の
『
都
老
子
』
の
引
用
文
は
こ
う
続
く
。

杜
若
は
西
土
に
て
は
香
草
、
日
本
に
に

（
マ
マ
）て

は
紫
に
花
咲
く
草
と
覚
へ
す
ま
す

べ
き
を
、
色
々
弁
を
つ
い
や
し
ぬ
る
事
、
愚
な
る
に
似
た
り
。
然
れ
ど
も
、

其
燕
子
花
こ
そ
疑
も
な
く
か
き
つ
ば
た
な
ら
ば
、
詩
文
や
西
土
へ
渡
す
べ
き
書

籍
な
ど
に
は
用
る
も
苦
し
か
る
ま
じ
き
な
れ
ど
も
、
朱
輔
が
渓
蛮
叢
笑
を
み
れ

ば
、
花は

な

類る
い
すレ

燕ゑ
ん

子し

に
（
マ
マ
）生せ
う
ず二

於
藤と

う
に一

と
あ
れ
ば
、
か
き
つ
ば
た
に
て
も
あ
ら
ず
。

梨
春
は
、「
杜
若
」
は
中
国
で
は
〈
香
草
〉、
日
本
で
は
紫
の
花
を
咲
か
す
〈
花
草
〉

で
あ
っ
て
、「
杜
若
」
と
い
う
名
称
が
指
し
示
す
実
物
は
、
中
国
と
日
本
と
で
は
全
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く
の
別
物
と
理
解
す
れ
ば
よ
い
も
の
を
、
近
年
の
説
で
は
色
々
と
弁
を
費
や
し
て

お
り
、
愚
か
で
あ
る
と
斥
け
、
そ
し
て
朱
輔
の
『
渓
蛮
叢
笑
』
を
援
用
す
る
こ
と

で
自
説
を
裏
付
け
よ
う
と
し
て
い
る
。

こ
こ
で
一
旦
、
両
説
を
整
理
し
て
お
く
。
ま
ず
近
年
の
説
で
は
、
一
物
二
名
の

考
え
方
の
み
に
基
づ
い
て
、「
燕
子
花
」
お
よ
び
「
か
き
つ
ば
た
」
と
い
う
二
つ
の

名
称
は
同
一
物
を
指
す
と
主
張
す
る
。
一
方
梨
春
の
説
で
は
、
一
名
二
物
の
考
え

方
に
基
づ
い
て
、「
杜
若
」
と
い
う
一
つ
の
名
称
は
異
な
る
二
つ
の
物
、
す
な
わ
ち

「
西
土
に
て
は
香
草
」「
日
本
に
に

（
マ
マ
）て

は
紫
に
花
咲
く
草
」
を
指
す
と
主
張
す
る
。

と
同
時
に
、
明
言
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、「
日
本
に
に

（
マ
マ
）て

は
紫
に
花
咲
く
草
」
と
い

う
の
は
、
そ
の
実
「
か
き
つ
ば
た
」
の
こ
と
を
指
す
た
め
、「
杜
若
」
お
よ
び
「
か

き
つ
ば
た
」
と
い
う
二
つ
の
名
称
が
同
一
物
を
指
す
と
い
う
、
一
物
二
名
の
考
え

方
も
こ
こ
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
近
年
の
説
と
梨
春
の
説
に
は
相
違
点
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で

注
目
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
こ
の
二
つ
の
説
が
対
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

は
な
く
、
む
し
ろ
「
一
名
二
物
」
や
「
一
物
二
名
」
と
い
っ
た
考
え
方
に
基
づ
き

な
が
ら
両
説
の
考
察
が
進
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
、
そ
の
思
考
態
度
で
あ
る
。
言

い
換
え
れ
ば
、
本
草
学
で
は
「
名
」
と
「
物
」
と
の
結
び
つ
き
は
、
必
ず
し
も
一

対
一
の
固
定
的
な
も
の
で
は
な
く
、
一
つ
の
「
名
」（
も
し
く
は
「
物
」）
に
対
し

て
、
複
数
の
「
物
」（
も
し
く
は
「
名
」）
が
対
応
す
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
柔
軟

な
認
識
が
み
ら
れ
る
点
、
そ
れ
こ
そ
が
本
草
学
者
の
思
考
態
度
を
知
る
上
で
重
要

な
の
で
あ
る
。

ま
た
、
か
き
つ
ば
た
に
関
す
る
議
論
の
あ
と
に
は
、「
是
に
か
ぎ
ら
ず
、
鯛
・
鰹

の
類
も
、
か
く
古
よ
り
文
字
あ
り
て
、
通
用
す
る
に
色
々
の
文
字
に
書
か
ゆ
る
た

ぐ
ひ
好
ま
し
か
ら
ず
。
又
遊
女
を
傾
城
と
言
事
も
い
か
に
ぞ
や
。（
中
略
）
い
か
程

の
美
麗
な
る
遊
女
な
り
と
て
、
人
の
城
を
か
た
む
け
、
人
の
身
上
を
く
つ
が
へ
さ

ん
と
思
ふ
心
ざ
し
、
如
何
あ
る
べ
き
や
」
云
々
と
、「
名
」
に
こ
だ
わ
る
あ
ま
り
、

そ
れ
に
対
応
す
る
「
物
」
の
実
体
ま
で
も
見
誤
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
戒
め
る
内
容

が
章
段
の
半
ば
ま
で
続
く
。
こ
の
章
段
の
題
名
を
「
因
名
惑
実
の
章
」
と
す
る
所

以
で
あ
る
。
総
じ
て
本
章
段
に
は
、「
名
」
は
「
物
」
に
対
し
て
本
来
第
二
義
的
な

も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
存
す
る
と
言
え
よ
う
。
な
お
、
こ
の
認
識
と
老
子
の

思
想
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
第
三
節
で
後
述
す
る
。

二
、「
名
」
と
「
物
」
と
の
対
応
関
係
の
是
非

こ
う
し
た
、
本
草
学
に
お
け
る
「
名
」
と
「
物
」
と
の
対
応
関
係
の
認
識
を
踏

ま
え
た
上
で
、
続
く
巻
二
「
梅
雨
諸
説
の
章
」
で
は
、
次
に
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。

夏
の
頃
、
梅
雨
と
い
ふ
事
あ
り
て
、
暦
に
も
記
し
お
き
ぬ
れ
ど
も
、
其
時
候

日
限
さ
だ
か
に
知
り
が
た
し
。
も
ろ
こ
し
の
書
を
考
る
に
、
荊け

い

楚そ

歳さ
い

時じ

記き

・

暦れ
き

府ふ

通つ
う

書し
よ

・
初し

よ

学が
く

記き

・
四し

い

時じ

纂さ
ん

要よ
う

・
神し

ん

枢す
う

・
砕さ

い

金き
ん

録ろ
く

・
三さ

ん

元げ
ん

帰き

正せ
い

・
埤ひ

雅が

・

五
雑ざ

つ

組そ

・
本ほ

ん

草ぞ
う

綱こ
う

目も
く

、
等
の
説
、
少
づ
ゝ
の
差た

が

ひ
あ
り
て
、
い
づ
れ
を
是
と

せ
ん
や
。（
中
略
）
先
生
の
い
わ
く
、
梅
雨
の
説
の
み
に
か
ぎ
ら
ず
、
万
事
の

上
に
如
此
諸
説
多
き
事
有
。
考
る
に
引
用
ひ
ら
れ
た
る
十
色
の
書
物
、
何
れ

も
是
成
べ
し
。
い
づ
れ
も
非
な
る
べ
し
。

ま
ず
冒
頭
で
、『
荊
楚
歳
時
記
』
や
『
暦
府
通
書
』
と
い
っ
た
中
国
の
書
物
を
繙
く

と
、
梅
雨
に
関
す
る
説
明
に
わ
ず
か
な
違
い
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
諸
説
の
う
ち
、

一
体
ど
れ
が
正
し
い
の
か
と
い
う
問
い
が
提
示
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
傍
線
部

の
よ
う
に
、
梨
春
は
そ
の
是
非
が
一
様
に
は
決
ま
ら
な
い
こ
と
を
主
張
す
る
。
そ

の
理
由
に
つ
い
て
、
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い
か
ん
と
な
れ
ば
、
梅
雨
と
名
付
て
、
万
物
し
め
り
、
或
は
雨
の
み
つ
ゞ
き

た
る
事
、
暦
に
し
る
せ
る
日
限
と
お
く
る
ゝ
年
あ
り
、
又
は
や
き
歳
あ
り
。

其
国
々
に
よ
り
て
少
づ
ゝ
の
遅
速
有
。

と
述
べ
、「
梅
雨
」
と
い
う
名
称
に
対
し
て
、
そ
の
実
体
に
は
年
毎
の
差
や
地
域
差

が
あ
る
か
ら
だ
と
説
明
さ
れ
る
。
こ
の
説
明
に
お
け
る
「
梅
雨
」
と
い
う
名
称
と

そ
の
実
体
と
の
対
応
関
係
は
、
前
節
で
確
認
し
た
「
一
名
二
物
」
の
考
え
方
と
同

じ
範
疇
で
捉
え
ら
れ
る
も
の
と
言
え
る
。

ま
た
、
梅
雨
の
実
体
に
地
域
差
が
あ
る
具
体
例
と
し
て
、
中
国
の
江
南
お
よ
び

徐
州
・
淮
州
を
引
き
合
い
に
出
す
。

唐も
ろ
こ
しに

も
国
に
よ
り
て
ち
が
ひ
あ
れ
ば
に
や
。
江
南
と
い
ふ
所
に
は
三
四
月

の
こ
ろ
霪な

が

雨あ
め

を
梅
雨
と
言
、
徐
州
・
淮わ

い

州し
う

に
て
は
六
七
月
の
雨
を
梅
雨
と
い

ふ
。
そ
の
所
々
、
そ
の
年
々
に
て
き
わ
ま
り
た
る
事
あ
ら
ず
と
み
へ
た
り
。

惣
じ
て
暦
は
日
月
五
星
両
蝕
な
ど
こ
そ
算
術
に
て
た
が
わ
ぬ
事
も
有
べ
し
。

風
雨
霜
雪
の
類
ひ
、
何
ん
ぞ
一
定
あ
る
事
あ
ら
ん
や
。

こ
こ
で
の
例
を
使
っ
て
、
先
の
傍
線
部
の
よ
う
に
梨
春
が
答
え
た
理
由
を
よ
り
具

体
的
に
説
明
し
直
す
と
、
例
え
ば
あ
る
書
物
に
、「
梅
雨
」（
名
）
と
は
「
三
四
月

の
こ
ろ
」
の
「
霪
雨
」（
物
）
で
あ
る
、
と
定
義
さ
れ
て
あ
っ
た
場
合
、
江
南
に
お

い
て
は
正
し
い
が
、
徐
州
・
淮
州
で
は
間
違
い
と
な
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
、
別
の

書
物
に
、「
梅
雨
」（
名
）
と
は
「
六
七
月
の
雨
」（
物
）
で
あ
る
、
と
定
義
さ
れ
て

あ
っ
た
場
合
、
徐
州
・
淮
州
に
お
い
て
は
正
し
い
が
、
江
南
で
は
間
違
い
と
な
っ

て
し
ま
う
。

こ
の
よ
う
に
、
あ
る
名
称
（
名
）
と
そ
の
実
体
（
物
）
と
の
対
応
関
係
の
是
非

は
一
定
し
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
考
る
に
引
用
ひ
ら
れ
た
る
十
色
の
書

物
、
何
れ
も
是
成
べ
し
。
い
づ
れ
も
非
な
る
べ
し
」
と
梨
春
は
主
張
し
た
の
で

あ
っ
た
。

本
章
段
に
お
い
て
、梨
春
は
「
梅
雨
」
と
い
う
自
然
現
象
を
例
に
、「
名
」
と
「
物
」

と
の
結
び
つ
き
の
是
非
が
一
定
し
な
い
こ
と
を
説
き
、
そ
の
対
応
関
係
の
是
非
が

相
対
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、
い
わ
ば
是
非
の
相
対
化
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

三
、
老
子
の
思
想
と
の
関
連

第
一
節
に
お
い
て
、『
都
老
子
』
巻
一
「
因
名
惑
実
の
章
」
で
は
、「
名
」
は

「
物
」
に
対
し
て
本
来
第
二
義
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
み
ら
れ
る
こ
と

を
指
摘
し
た
。
こ
れ
に
関
し
て
、
林
希
逸
が
著
し
、
林
羅
山
が
校
訂
し
た
『
老
子

鬳
斎
口
義
』（
明
暦
三
年
〈
一
六
五
七
〉
刊
）
と
い
う
『
老
子
』
の
注
釈
書
に
は
、

次
の
よ
う
な
文
言
が
み
ら
れ
る	（
10
）。

道ノ
可キ

ハレ
道ト

ス非
二
常ノ
道ニ
。一
名ノ
可キ

ハレ
名ト

ス非ズ
二
常ノ
名ニ
。一（
巻
上
「
道
可
道ノ
章
第
一
」・
本
文
）

こ
れ
は
『
老
子
』
本
文
の
冒
頭
部
で
あ
り
、「
道
」
と
「
名
」
に
関
す
る
説
明
が
な

さ
れ
る
箇
所
で
あ
る
。
こ
の
章
段
に
つ
い
て
の
林
希
逸
に
よ
る
注
釈
は
次
の
通
り
。

此ノ

章
居ク
二
一
書ノ

之
首ニ

。一
一
書ノ

之
太
旨
、
皆
具ハ

ル二
於
此ニ

。一
其ノ

意
、
蓋シ

以
為ク

、
道ハ

本ト

不
レ
容ベ

カ
ラレ

言イ
フ

。
纔カ

ニ
渉レ

バレ
有ル

ニレ
言コ

ト

、
皆
是レ

第
二
義
。
常ト

ハ
者
不
レ
変セ

不ル
ノレ

易カ
ハ
ラ

之
謂イ

ヽ

也ナ
リ

。

可ク
レ
道ト

ス
可ケ

レ
バ

レ
名ト

ス、
則チ

有リ
レ
変
有リ
レ
易
。
不
レ
可
レ
道ト

ス
不レ

バレ
可
レ
名ト

ス、
則チ

無
レ
変モ

無シ
レ

易モ

。（
同
右
・
林
希
逸
注
釈
部
）

林
希
逸
が
述
べ
る
よ
う
に
、『
老
子
』
冒
頭
の
章
段
は
、
老
子
の
思
想
に
お
け
る
中

核
で
あ
り
、
と
く
に
重
要
な
も
の
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
林
希
逸
は
「
道
」
に
つ

い
て
、
そ
の
不
可
言
性
に
触
れ
、
わ
ず
か
に
で
も
言
葉
で
「
道
」
を
説
明
し
よ
う

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
第
二
義
的
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
と
注
釈
を
つ
け
る
。
ま

た
、「
常ノ

道
」
と
「
常ノ

名
」
に
つ
い
て
は
、
道
を
あ
る
断
定
的
な
道
と
し
な
い
こ
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と
、
名
を
あ
る
断
定
的
な
名
と
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
説
的
に
そ
れ
が
不
変

の
道
・
不
変
の
名
を
言
い
表
す
こ
と
に
な
る
と
説
明
す
る
。
つ
ま
り
、『
老
子
』
で

は
一
定
不
変
の
真
実
の
「
道
」
や
「
名
」
と
い
う
も
の
は
、
言
葉
で
は
名
付
け
よ

う
の
な
い
も
の
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
老
子
の
思
想
で
は
言
葉
で
説
明
さ
れ
た
「
道
」
や
「
名
」
は
、

「
常ノ

道
」「
常ノ

名
」
た
り
え
ず
、
言
い
換
え
れ
ば
、
言
葉
を
用
い
て
の
説
明
は
そ
の

実
体
に
対
し
て
第
二
義
的
な
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
老

子
の
思
想
に
み
ら
れ
る
、
言
葉
で
説
明
さ
れ
た
も
の
と
実
体
そ
の
も
の
と
の
優
位

関
係
の
認
識
は
、
第
一
節
で
述
べ
た
『
都
老
子
』
巻
一
「
因
名
惑
実
の
章
」
で
の

主
旨
・
認
識
と
一
致
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、『
老
子
鬳
斎
口
義
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
『
老
子
』
本
文
も
あ
る
。

天
下
皆
知レ

バ二
美ノ

之
為

タ
ル
コ
ト
ヲ一レ

美
斯レ

悪ア
ク

巳ノ
ミ

。
皆
知レ

バ二
善ノ

之
為

タ
ル
コ
ト
ヲ一レ

善
斯レ

不
善
巳ノ

ミ

。
故ニ

有

無
相ヒ

生リ

、
難
易
相
成リ

、
長
短
相
形ア

ラ
ハ
レ、

高
下
相
傾ム

キ、
音
声
相
和シ

、
前
後
相
随フ

。

（
巻
上
「
天
下
皆
知ノ

章
第
二
」・
本
文
）

こ
の
章
段
に
つ
い
て
の
林
希
逸
に
よ
る
注
釈
は
以
下
の
通
り
。

此ノ

章ハ

即チ

有シ
テ

而
不ル

ノレ
居ラ

之
意ロ

。
有レ

バレ
美
則チ

有リ
レ
悪
。
有レ

バレ
善
則チ

有リ
二
不
善
一
。
美ニ

シ
テ

而
不
レ
知
二
其ノ

美ヲ

、一
善ニ

シ
テ而

不ト
キ
ハ

レ

知ラ
二
其ノ

善ヲ

、一
則
無ク
レ
悪モ

無シ
二
不
善モ

。一（
中
略
）
相

生リ

相
成ト

云
ヨ
リ

 

以
下ノ

六
句ハ

、
皆
喩フ
二
上
面ノ

美
悪
・
善
不
善ノ

之
意ヲ

。一（
同
右
・
林
希

逸
注
釈
部
）

右
の
章
段
で
は
、
美
醜
、
善
不
善
、
有
無
、
難
易
、
長
短
、
高
低
、
云
々
と
い
っ

た
価
値
概
念
は
、
い
ず
れ
も
相
対
的
な
も
の
で
あ
り
、
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い

こ
と
を
説
い
て
い
る
。
林
希
逸
が
「
皆
喩　

フ
二
上0

面0

ノ美
悪
・
善
不
善ノ

之
意　

ヲ
一
」（
傍
点

筆
者
）
と
い
う
よ
う
に
、
一
見
ど
れ
ほ
ど
美
し
い
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
は
表

面
的
な
認
識
で
し
か
な
く
、
場
合
に
よ
っ
て
は
醜
い
と
さ
え
捉
え
ら
れ
る
こ
と

や
、
そ
の
逆
の
場
合
も
あ
り
う
る
よ
う
に
、
美
醜
な
ど
の
価
値
概
念
は
見
か
け
上

の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
実
、
相
対
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
老
子
の
思
想
で
は
物
事
の
価
値
を
相
対
的
視
点
か
ら
捉
え
る
点

に
も
特
色
が
あ
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
前
節
で
述
べ
た
『
都
老
子
』
巻
二
「
梅
雨
諸

説
の
章
」
で
の
是
非
の
相
対
化
と
通
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
表
面
上
の
認
識
に
固
執

す
る
こ
と
な
く
、
相
対
的
観
点
か
ら
物
事
を
把
握
す
る
と
い
う
思
考
態
度
に
お
い

て
、
梨
春
と
老
子
の
思
想
に
は
共
通
性
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
、『
都
老
子
』
に
お
け
る
梨
春
と
老
子
の
思
想
と
の
関
連
を
指
摘
し
た
が
、

こ
こ
で
改
め
て
押
さ
え
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
梨
春
の
本
草
学
的
認
識
と
老
子
の

思
想
と
の
思
考
態
度
が
重
な
り
合
っ
て
、「
名
」
の
第
二
義
性
や
是
非
の
相
対
化
は

主
張
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
草
学
で
は
「
名
」
と
「
物
」

と
の
対
応
関
係
を
一
対
一
の
絶
対
的
な
も
の
と
み
な
す
こ
と
な
く
、
柔
軟
に
捉
え

る
と
い
う
基
本
的
な
姿
勢
が
あ
り
、
こ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
梨
春
の
場
合
は

「
名
」
よ
り
も
「
物
」
の
重
視
へ
と
傾
い
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
梨
春
の
本
草
学

的
認
識
と
老
子
の
思
想
に
お
け
る
「
名ノ

可キ
ハレ

名ト
ス

非　
ズ

二
常ノ

名　
ニ

一
」
と
い
う
考
え
と
が
互

い
に
響
き
合
い
、「
名
」
を
第
二
義
的
に
捉
え
る
主
張
へ
と
つ
な
が
っ
た
の
で
あ

る
。
ま
た
、
右
に
述
べ
た
梨
春
の
本
草
学
的
認
識
に
基
づ
き
な
が
ら
「
梅
雨
」
と

い
う
自
然
現
象
を
考
察
し
た
結
果
、
老
子
の
思
想
に
お
け
る
相
対
的
視
点
と
も
通

じ
合
い
、
是
非
の
相
対
化
は
主
張
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
現
実
世
界
の
「
物
」
に
根
差
し
た
梨
春
の
実
証
的
な
本
草
学
的

認
識
と
思
弁
的
な
老
子
の
思
想
と
が
、
そ
の
思
考
態
度
に
お
い
て
共
鳴
す
る
要
素

を
持
っ
て
い
た
た
め
、
梨
春
に
と
っ
て
老
子
の
思
想
は
受
容
し
や
す
く
、
そ
の
帰

結
と
し
て
『
都
老
子
』
巻
一
「
因
名
惑
実
の
章
」
お
よ
び
巻
二
「
梅
雨
諸
説
の
章
」

は
執
筆
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
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四
、
本
草
学
者
の
常
の
戒
め

『
都
老
子
』
巻
一
「
因
名
惑
実
の
章
」
で
は
、
梨
春
が
「
名
」
を
第
二
義
的
に
捉

え
て
い
る
こ
と
を
第
一
節
に
お
い
て
確
認
し
、
ま
た
こ
う
し
た
「
名
」
に
対
す
る

認
識
と
老
子
の
思
想
と
の
関
連
も
前
節
で
述
べ
た
が
、
実
は
こ
の
「
因
名
惑
実
の

章
」
と
い
う
章
題
そ
の
も
の
が
本
草
学
者
に
と
っ
て
は
馴
染
み
の
あ
る
も
の
で

あ
っ
た
。

例
え
ば
、
本
草
学
者
の
松
岡
恕
庵
が
訓
点
を
施
し
、
校
訂
を
加
え
た
和
刻
本

『
周
憲
王
救
荒
本
草
』（
享
保
元
年
〈
一
七
一
六
〉
刊
）
に
は
、
恕
庵
に
よ
る
頭
注

に
、「
按
是
物
有
二
種
。（
中
略
）
不
可
依
名
迷
実
」（
巻
六
・
草
部
「
雞
腿
児
」）

と
い
う
文
言
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
本
草
学
の
み
な
ら
ず
博
物
学
的
傾
向
も
持
つ

平
賀
源
内
の
『
物
類
品
隲
』	（
11
）（
宝
暦
十
三
年
〈
一
七
六
三
〉
刊
）
に
も
、「
京
師

及ビ

東
都
ノ
医
人
和
名
同
ヲ
以
テ
依　

テ
レ
名　

ニ

迷
レ
実　

ニ

」（
巻
三
・
草
部
「
天
芥
菜
」）
と
い

う
言
葉
が
確
認
で
き
る	（
12
）。
さ
ら
に
、「
因
名
惑
実
」
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
で

は
な
い
が
、
貝
原
益
軒
の
『
大
和
本
草
』（
宝
永
六
年
〈
一
七
〇
九
〉
刊
）
凡
例
に

は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

一
、
本
邦
諸
州
所
レ
産ス

ル
之
品
物
、
各
有
二
其
郷
土
之
方
言
。一
而
其
名
称
不
レ

同
。（
中
略
）
観ル

者
勿
レ
訝ル

コ
ト

二

名
称
之
異ナ

ル
ヲ。一

唯
察シ
二
識ラ

バ
其
形
状
之
真ヲ
一
則
可
也
。

こ
れ
も
ま
た
、「
名
」
よ
り
も
「
物
」
を
重
視
し
た
姿
勢
の
表
れ
で
あ
り
、「
因
名

惑
実
」
べ
か
ら
ず
と
い
う
戒
め
に
通
じ
る
も
の
で
あ
ろ
う	（
13
）。

こ
の
こ
と
か
ら
、
本
草
学
に
携
わ
っ
た
者
で
あ
れ
ば
、「
因
名
惑
実
の
章
」
と
い

う
章
題
か
ら
、
こ
れ
を
本
草
学
に
お
け
る
常
の
戒
め
と
し
て
読
み
取
り
、
敏
感
に

反
応
し
た
は
ず
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
日
本
の
近
世
中
期
頃
に
お
け
る
本
草
学
派
の
主
な
系
統
を
み
て
み
た

い
。
注
１
所
掲
の
『
明
治
前
日
本
生
物
学
史
』
で
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て

い
る	（
14
）。

 

江
戸
時
代
の
博
物
学
の
主
な
流
れ
は
、
別
に
勃
興
し
た
蘭
学
派
は
別
と
し

て
、
稲
若
水
の
学
統
を
継
ぐ
も
の
と
、
阿
部
将
翁
の
も
の
と
に
分
け
ら
れ
る
。

こ
の
両
派
は
一
長
一
短
の
あ
る
こ
と
を
否
み
難
い
が
、
い
ず
れ
も
永
く
そ
の

伝
統
を
生
か
し
て
、
生
物
学
の
発
達
に
寄
与
し
て
い
る
。
文
献
の
博
渉
と
実

地
の
研
究
と
を
併
用
し
た
学
風
は
若
水
学
派
に
著
し
く
、
実
地
を
先
に
し
、

こ
れ
を
証
す
る
に
文
献
の
援
用
を
以
て
し
た
の
は
、
将
翁
に
つ
づ
く
人
達
に

よ
つ
て
実
行
せ
ら
れ
た
。

稲
若
水
と
は
稲
生
若
水
の
こ
と
で
、
彼
は
明
暦
元
年
（
一
六
五
五
）
に
江
戸
で
生

ま
れ
、
の
ち
京
都
に
移
り
、
正
徳
五
年
（
一
七
一
五
）
に
同
地
で
亡
く
な
っ
た
。

若
水
は
福
山
徳
潤
に
本
草
学
を
学
び
、
ま
た
元
禄
六
年
（
一
六
九
三
）
に
は
加
賀

侯
前
田
綱
紀
に
儒
者
役
と
し
て
仕
え
、
綱
紀
の
命
に
よ
り
『
庶
物
類
纂
』
の
編
纂

に
あ
た
っ
た
人
物
で
も
あ
る	（
15
）。
若
水
門
の
代
表
的
な
人
物
と
し
て
は
、
先
に
も

触
れ
た
京
都
の
松
岡
恕
庵
（
寛
文
八
年
〈
一
六
六
八
〉
生
、
延
享
三
年
〈
一
七
四

六
〉
没
）
が
い
る	（
16
）。

ま
た
、
阿
部
将
翁
は
陸
奥
盛
岡
の
人
で
、
寛
文
七
年
（
一
六
六
七
）
頃
に
生
ま

れ
、
宝
暦
三
年
（
一
七
五
三
）
に
江
戸
で
亡
く
な
っ
た
。
徳
川
吉
宗
の
命
に
よ
り
、

採
薬
使
と
し
て
全
国
各
地
を
踏
査
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る	（
17
）。
将
翁
の
代
表
的
な

門
下
生
に
は
、
江
戸
の
田
村
藍
水
（
享
保
三
年
〈
一
七
一
八
〉
生
、
安
永
五
年
〈
一

七
七
六
〉
没
）
が
い
る	（
18
）。

こ
の
両
学
派
の
違
い
を
よ
り
明
確
に
し
て
、
上
野
益
三
は
こ
う
述
べ
て
い
る	（
19
）。

（
上
略
）
し
か
し
、
実
地
踏
査
と
い
う
方
法
を
重
視
し
た
将
翁
の
学
問
的
態
度

は
、
若
水
恕
庵
一
派
と
は
ち
が
っ
た
も
の
で
あ
る
。
若
水
、
恕
庵
ら
は
読
書
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で
得
た
知
識
の
集
積
が
主
で
、
実
地
観
察
は
む
し
ろ
従
で
あ
っ
た
。
右
に
述

べ
た
将
翁
の
学
問
的
態
度
は
、
田
村
藍
水
、
平
賀
源
内
ら
に
承
け
継
が
れ
、

近
代
科
学
的
な
博
物
学
の
芽
が
育
て
ら
れ
た
。

右
の
言
を
両
門
派
の
各
人
に
そ
の
ま
ま
当
て
は
め
る
に
は
、
な
お
慎
重
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い	（
20
）
が
、
若
水
門
な
ら
び
に
将
翁
門
の
大
ま
か
な
学
問
の
傾
向
を
知

る
上
で
は
重
要
な
指
摘
で
あ
る
。
そ
し
て
、
本
稿
の
は
じ
め
に
で
も
述
べ
た
よ
う

に
、
梨
春
は
将
翁
門
の
藍
水
か
ら
本
草
学
を
学
ん
で
い
る
。
ま
た
、
阿
部
将
翁
と

松
井
重
康
が
自
ら
の
採
薬
に
つ
い
て
口
述
し
た
も
の
を
高
大
醇
と
い
う
人
物
が
筆

録
し
、
こ
れ
に
梨
春
が
序
文
と
注
釈
を
施
し
た
『
採
薬
使
記
』（
宝
暦
八
年
〈
一
七

五
八
〉
序
、
写
）
と
い
う
著
作
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
梨
春
と
将
翁
と
の
関
係
も
少

な
か
ら
ず
見
出
さ
れ
る
。

梨
春
が
文
献
上
の
知
識
の
み
に
終
始
せ
ず
、
実
際
に
採
薬
に
ま
で
赴
い
て
い
た

か
、
筆
者
の
調
査
は
及
び
き
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
採
薬
と
い
う
行
為
に
限
定

し
な
い
場
合
、
彼
が
実
際
の
「
物
」
の
入
手
・
観
察
に
ま
で
目
を
向
け
て
い
た
こ

と
は
、
薬
品
会	（
21
）
へ
の
出
品
か
ら
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

例
え
ば
、
宝
暦
七
年
（
一
七
五
七
）
七
月
に
藍
水
が
江
戸
の
湯
島
で
開
い
た
薬

品
会
は
、
前
年
に
藍
水
へ
入
門
し
た
平
賀
源
内
の
提
案
に
よ
っ
て
企
画
さ
れ
た
も

の
で
、
薬
品
会
の
嚆
矢
と
さ
れ
て
い
る	（
22
）
が
、
こ
れ
に
は
約
一
八
〇
種
が
出
品
さ

れ
て
お
り
、
梨
春
は
竹
葉
柴
胡
・
馬
藺
・
琉
球
産
の
水
斗〓 （

難
読
）

〓

欵
冬
・
瞿
麦
・
曼

陀
羅
花
の
五
種
を
出
品
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
後
の
同
薬
品
会
の
う
ち
、
翌
年

四
月
に
は
落
新
婦
・
白
花
竜
胆
・
蕑
子
の
三
種
を
、
翌
々
年
八
月
に
は
色
鮟
鱇

（「
色
ア
ン
カ
ウ
」）
の
一
種
を
梨
春
が
出
品
し
た
記
録
も
残
っ
て
い
る
（
以
上
、
平

賀
源
内
『
会
薬
譜
』（
成
立
年
未
詳
、
写
）
に
よ
る
）。

さ
ら
に
、
同
十
年
（
一
七
六
〇
）
四
月
十
五
日
に
大
坂
の
戸
田
旭
山
に
よ
っ
て

開
か
れ
た
薬
品
会
は
、
関
西
初
の
薬
品
会
と
さ
れ	（
23
）、
全
国
各
地
か
ら
出
品
さ
れ

た
が
、
梨
春
は
日
光
産
の
長
石
を
出
品
し
て
い
る
（
戸
田
旭
山
『
文
会
録
』（
宝
暦

十
年
〈
一
七
六
〇
〉
刊
）
に
よ
る
）。

こ
の
よ
う
に
、
梨
春
は
書
物
の
上
で
の
研
鑽
以
外
に
も
、
実
物
を
入
手
し
、
そ

れ
を
薬
品
会
に
出
品
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
物
」
そ
の
も
の
を
重
視
す
る
学
風
に

も
親
し
ん
で
い
た
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。

「
因
名
惑
実
」
べ
か
ら
ず
と
い
う
戒
め
は
、
恕
庵
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
必

ず
し
も
将
翁
門
ば
か
り
に
意
識
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
広
く
本
草
学
者
全
体
に

わ
た
っ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、
梨
春
の
属
し
た
門
派
が
若
水
門
に

比
べ
実
地
踏
査
を
よ
り
重
要
視
し
、
自
ら
の
眼
で
実
物
を
採
集
・
観
察
し
て
い
た

と
い
う
こ
と
が
、
梨
春
の
学
的
立
場
の
形
成
に
与
え
た
影
響
は
少
な
く
な
い
は
ず

で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
梨
春
が
『
都
老
子
』
に
お
い
て
「
因
名
惑
実
の

章
」
を
設
け
、「
名
」
を
第
二
義
的
な
も
の
と
し
た
そ
の
背
景
に
は
、
彼
の
属
し
た

本
草
学
派
の
学
風
の
影
響
が
考
え
ら
れ
、
ま
た
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
老
子
の
思

想
と
も
通
じ
る
も
の
が
あ
り
、
如
上
の
章
段
は
執
筆
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
な
ぜ
本
草
学
者
で
あ
る
梨
春
が
老
子
の
思
想
を
受
容
し
た
の
か
と

い
う
疑
問
の
も
と
、『
都
老
子
』
巻
一
「
因
名
惑
実
の
章
」
お
よ
び
巻
二
「
梅
雨
諸

説
の
章
」
を
対
象
に
、
本
草
学
と
老
子
の
思
想
と
の
思
考
態
度
に
お
け
る
接
点
を

考
察
す
る
こ
と
で
、
そ
の
問
題
解
決
を
図
っ
た
。

そ
こ
で
明
ら
か
と
な
っ
た
こ
と
は
、
第
一
に
、
本
草
学
で
は
「
名
」
と
「
物
」
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と
の
結
び
つ
き
を
柔
軟
に
捉
え
る
と
い
う
認
識
方
法
が
、
梨
春
の
場
合
は
「
名
」

よ
り
も
「
物
」
の
重
視
へ
と
傾
き
、
こ
れ
と
老
子
の
思
想
に
お
け
る
「
名ノ

可キ
ハレ

名ト
ス

非　
ズ

二
常ノ

名　
ニ

一
」
と
い
う
認
識
と
が
重
な
っ
た
こ
と
。
第
二
に
、
右
に
述
べ
た
梨
春
の

本
草
学
的
認
識
か
ら
派
生
し
た
、「
名
」
と
「
物
」
と
の
対
応
関
係
に
お
け
る
是
非

の
相
対
化
が
、
老
子
の
思
想
に
お
け
る
相
対
的
認
識
方
法
と
似
通
っ
て
い
た
こ

と
。
以
上
の
共
通
性
が
、
本
草
学
者
・
梨
春
に
老
子
の
思
想
の
受
容
を
よ
り
容
易

に
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、『
都
老
子
』
巻
二
「
因
名
惑
実
の
章
」
は
、
そ
の
章
題
そ
の
も
の
が
本
草

学
者
の
常
の
戒
め
を
説
い
て
お
り
、
そ
の
背
景
に
は
梨
春
の
属
し
た
本
草
学
派
の

学
風
が
影
響
し
て
い
る
こ
と
も
併
せ
て
指
摘
し
た
。

梨
春
は
本
草
学
者
で
あ
り
な
が
ら
、『
都
老
子
』
の
ほ
か
に
も
『
竜
宮
船
』
と
い

う
戯
作
を
著
し
て
お
り
、
彼
の
思
想
を
考
察
す
る
上
で
は
こ
の
著
作
も
見
逃
せ
な

い
。『
竜
宮
船
』
を
執
筆
す
る
に
あ
た
っ
て
の
知
識
の
源
泉
や
版
権
上
の
問
題
な
ど

に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
述
べ
た
い
。

注（
1
） 

以
下
、
梨
春
に
関
す
る
伝
記
は
、
日
本
学
士
院
日
本
科
学
史
刊
行
会
編
『
明
治
前
日

本
生
物
学
史
』
第
一
巻
（
新
訂
版
、
臨
川
書
店
、
一
九
八
〇
年
）、
二
八
二
～
二
八
五
頁
、

中
野
三
敏
「
静
観
坊
ま
で
―
談
義
本
研
究
（
五
）―
」（『
戯
作
研
究
』、
中
央
公
論
社
、

一
九
八
一
年
。
初
出
一
九
七
三
年
）、
二
一
八
～
二
二
三
頁
、『
国
書
人
名
辞
典
』
第
二

巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
）「
後
藤
梨
春
」
項
、
磯
野
直
秀
『
日
本
博
物
誌
総
合
年

表
』［
総
合
年
表
編
］（
平
凡
社
、
二
〇
一
二
年
）
明
和
八
年
四
月
八
日
条
、
ほ
か
参
照
。

と
く
に
梨
春
の
生
年
に
つ
い
て
は
、
元
禄
九
年
説
（『
明
治
前
日
本
生
物
学
史
』）、
同
十

年
説
（『
国
書
人
名
辞
典
』）、
同
十
五
年
説
（
中
野
、
磯
野
）
と
い
く
つ
か
あ
る
が
、
本

稿
で
は
原
念
斎
の
「
史
氏
備
考
」
巻
二
十
六
に
載
る
と
い
う
「
後
藤
梨
春
墓
記
」
に
基

づ
く
元
禄
十
五
年
説
を
採
る
。
な
お
、
ほ
か
二
説
の
根
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
梨
春

の
墓
は
江
戸
芝
愛
宕
下
青
松
寺
に
あ
る
と
い
う
が
、
現
存
不
明
。

（
2
） 

注
（
1
）
磯
野
・
宝
暦
七
年
二
月
条
に
「
二
月
、
後
藤
梨
春
、『
随
観
写
真
』
二
〇
巻
の

自
序
を
記
す
。
た
だ
し
、
宝
暦
末
年
ま
で
の
記
事
が
あ
る
」
と
あ
る
。
筆
者
原
本
未
見
。

（
3
） 

注
（
1
）
中
野
、
二
一
九
頁
。

（
4
） 

例
え
ば
、
巻
二
「
雷
火
雷
光
の
章
」「
富
士
塩
尻
の
章
」、
巻
三
「
上
古
衣
裳
の
章
」

「
秋
山
成
錦
の
章
」、
巻
四
「
官
家
玄
猪
の
章
」「
稲
荷
神
徳
の
章
」
な
ど
。

（
5
） 

た
だ
し
、
巻
一
「
因
名
惑
実
の
章
」
に
つ
い
て
は
、
章
段
の
終
盤
に
「
自
然
大
道
」
と

い
う
語
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
老
子
の
思
想
の
反
映
を
読
み
取
る
こ
と
は

可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
第
一
節
で
詳
し
く
述
べ
る
よ
う
に
、
章
段
の
前
半
部
は
老
子

の
思
想
と
は
一
見
関
わ
り
の
な
い
内
容
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

（
6
） 

本
草
学
と
老
子
の
思
想
の
「
無
為
自
然
」「
大
道
無
為
」
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
そ

の
有
無
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
7
） 

梨
春
の
著
作
中
で
「
一
物
二
名
」
と
い
う
用
例
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
が
、
例
え
ば

貝
原
益
軒
『
大
和
本
草
』（
宝
永
六
年
〈
一
七
〇
九
〉
刊
）
に
は
、「
又
ソ
バ
ノ
木
ア
リ
。

（
鳥
の
足
は
）
是
ト
一
物
二
名
乎
」（
巻
十
二
・
木
之
下
・
花
木
「
鳥
ノ
足
」）
と
あ
り
、

そ
の
用
例
が
確
認
で
き
る
。

（
8
） 

例
え
ば
、
稲
生
若
水
が
校
訂
し
た
和
刻
本
『
本
草
綱
目
』（
正
徳
四
年
〈
一
七
一
四
〉

刊
）
に
は
、「
釈
名
」
に
お
け
る
李
時
珍
の
割
注
で
、
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。「
王
孫ハ
与
二

牡
蒙
一
同
名
異
物
」（
草
部
第
十
二
巻
・
草
之
一
「
黄
耆
」）、「
独
活
以
二
羗
中
来ル
者ヲ
一
為
レ

良ト
。
故
有
二
羗
活
・
胡
王
使
者
諸
名
。一
乃
一
物
二
種
也
」（
草
部
第
十
三
巻
・
草
之
二
「
独

活
」）、「
但
蘭
草
・
蕙
草
乃
一
類
二
種
耳
」（
草
部
第
十
四
巻
・
草
之
三
「
薫
草
」）。

（
9
） 

杉
本
つ
と
む
は
、「
名
と
モ
ノ
と
の
厳
密
な
対
応
を
考
え
る
こ
と
が
、
本
草
学
の
重
要

な
研
究
分
野
で
あ
る
わ
け
で
、
こ
れ
を
〈
名
物
学
・
名
物
ノ
学
〉
と
よ
ん
だ
。
中
国
で

は
じ
ま
っ
た
学
問
で
あ
る
」（『
江
戸
の
博
物
学
者
た
ち
』、
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
〇

六
年
、
二
四
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
名
物
学
に
つ
い
て
は
、
青
木
正
児
『
中
華

名
物
考
』（
春
秋
社
、
一
九
五
九
年
）
が
詳
し
く
、「
本
草
学
は
薬
性
を
研
究
す
る
前
提

と
し
て
其
の
名
物
学
的
研
究
を
必
須
と
し
て
ゐ
る
」（「
名
物
学
序
説
」、
二
一
頁
）
と
、

本
草
学
と
名
物
学
と
の
関
係
を
指
摘
す
る
。
そ
の
ほ
か
、
注
（
1
）『
明
治
前
日
本
生
物
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学
史
』
第
一
巻
に
お
い
て
も
、「
本
草
書
あ
る
い
は
そ
れ
以
外
の
文
学
書
史
書
等
の
群
籍

に
現
れ
た
動
植
物
な
ど
の
名
称
が
、
何
物
を
指
す
か
を
考
証
し
よ
う
と
す
る
の
が
名
物

学
で
あ
る
」（
三
一
一
頁
）
と
説
明
さ
れ
る
。

（
10
） 
『
老
子
』
の
注
釈
書
に
関
し
て
、
日
本
近
世
中
期
の
中
頃
に
は
徂
徠
学
派
を
中
心
に
王

弼
注
が
重
ん
じ
ら
れ
、
近
世
初
期
よ
り
用
い
ら
れ
て
き
た
林
希
逸
注
は
そ
の
独
占
的
地

位
を
失
っ
て
い
く
。
し
か
し
、
そ
の
後
も
既
成
の
老
子
注
釈
書
と
し
て
の
林
注
の
存
在

意
義
は
失
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
王
注
と
並
び
、
老
子
注
釈
の
「
諸
家
」
の
代
表
格
と
し

て
扱
わ
れ
て
い
る
事
例
も
存
す
る
（
大
野
出
『
日
本
の
近
世
と
老
荘
思
想
』〈
ぺ
り
か
ん

社
、
一
九
九
七
年
〉
序
章
参
照
）。
梨
春
と
徂
徠
学
派
と
の
関
係
は
今
の
と
こ
ろ
見
出
せ

ず
、
本
稿
に
お
い
て
王
注
を
引
用
す
る
積
極
的
な
理
由
は
な
い
。
ま
た
、
林
注
の
引
用

に
つ
い
て
も
同
様
で
は
あ
る
が
、
本
稿
で
は
論
旨
の
理
解
を
よ
り
円
滑
に
す
る
に
相
応

し
い
と
判
断
さ
れ
る
林
注
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

（
11
） 

本
書
に
は
、
宝
暦
十
三
年
の
梨
春
お
よ
び
同
年
の
藍
水
に
よ
る
序
文
が
備
わ
る
。

（
12
） 

杉
本
つ
と
む
は
、
こ
の
源
内
の
言
葉
に
触
れ
て
、「
源
内
が
名
ニ
依
リ
テ
実
ニ
迷
ウ
と

忠
告
し
て
い
る
点
は
、
こ
れ
ま
た
本
草
学
の
根
本
問
題
で
あ
る
が
」（『
江
戸
の
博
物
学

者
た
ち
』、
八
六
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

（
13
） 

杉
本
つ
と
む
は
、
こ
の
益
軒
の
凡
例
に
触
れ
て
、「
つ
ま
る
と
こ
ろ
は
名
に
ま
ど
わ
さ

れ
る
こ
と
な
く
、
も
の
の
真0

を
考
察
認
識
す
べ
し
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」（
傍
点
マ
マ
。

同
右
、
六
五
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

（
14
） 

注
（
1
）『
明
治
前
日
本
生
物
学
史
』
第
一
巻
、
一
七
四
頁
。

（
15
） 

若
水
に
つ
い
て
は
、
注
（
1
）『
明
治
前
日
本
生
物
学
史
』
第
一
巻
、
一
六
一
～
一
七

〇
頁
、
ほ
か
参
照
。

（
16
） 

恕
庵
に
つ
い
て
は
、
太
田
由
佳
『
松
岡
恕
庵
本
草
学
の
研
究
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇

一
二
年
）
に
詳
し
い
。

（
17
） 

将
翁
に
つ
い
て
は
、
注
（
1
）『
明
治
前
日
本
生
物
学
史
』
第
一
巻
、
一
七
一
～
一
七

三
頁
、
注
（
1
）
磯
野
・
享
保
六
年
七
月
十
三
日
条
、
ほ
か
参
照
。
と
く
に
生
年
に
つ

い
て
は
磯
野
に
拠
っ
た
。

（
18
） 

藍
水
に
つ
い
て
は
、
注
（
1
）『
明
治
前
日
本
生
物
学
史
』
第
一
巻
、
二
一
二
～
二
一

三
頁
、
ほ
か
参
照
。

（
19
） 

上
野
益
三
『
日
本
博
物
学
史
』（
普
及
版
、
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
八
九
年
）、
八

一
～
八
二
頁
。

（
20
） 

例
え
ば
、
注
（
16
）
太
田
は
、
享
保
中
頃
を
境
に
し
て
、「
恕
庵
は
野
外
調
査
へ
ほ
と

ん
ど
出
か
け
な
く
な
り
、
そ
の
代
わ
り
、
各
国
か
ら
自
分
の
教
え
を
請
う
て
集
ま
る
門

人
た
ち
を
通
じ
て
積
極
的
に
情
報
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
た
」（
二
九
頁
）
と
、
恕
庵
の

研
究
ス
タ
イ
ル
に
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
21
） 

注
（
1
）
磯
野
［
索
引
・
資
料
編
］
に
収
ま
る
用
語
集
の
う
ち
「
薬
品
会
」
の
項
で
、

「
薬
品
・
動
植
物
・
関
連
書
籍
な
ど
の
展
示
会
。
物
産
会
・
産
物
会
・
薬
草
会
・
博
物
会

と
も
称
し
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
製
品
や
、
古
器
物
（
石
鏃
・
古
瓦
の
類
）、
書
画
、
洋
品
な

ど
を
含
め
る
展
示
会
も
あ
っ
た
」
と
説
明
さ
れ
る
。

（
22
） 

注
（
1
）
磯
野
・
宝
暦
七
年
七
月
条
参
照
。

（
23
） 

注
（
1
）
磯
野
・
宝
暦
十
年
四
月
十
五
日
条
参
照
。

使
用
テ
キ
ス
ト

本
稿
で
の
引
用
は
読
解
の
便
を
考
慮
し
て
、
私
に
句
読
点
や
濁
点
を
補
い
、
ル
ビ
を
省
略

し
た
箇
所
が
あ
る
。
ま
た
と
く
に
断
り
の
な
い
限
り
、
引
用
に
お
け
る
括
弧
内
の
記
述
お
よ

び
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

● 

『
都
老
子
』　

九
州
大
学
附
属
図
書
館
読
本
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
蔵
本
（
読
本
Ⅲ/

宝
暦
２/

ナ

－

１
）。

 
http://catalog.lib.kyushu-u.ac.jp/ja/recordID

/411573?hit=
1&

caller= 
xc-search

● 

『
本
草
綱
目
補
物
品
目
録
』　

早
稲
田
大
学
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
ニ01-02895

）。

 
http://w

w
w
.w

ul.w
aseda.ac.jp/kotenseki/htm

l/ni01/ni01_02895/index.
htm

l

● 

『
大
和
本
草
』　

架
蔵
本
。

● 

『
本
草
綱
目
』（
和
刻
本
、
稲
生
若
水
校
訂
）　

国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
（
特1- 970

）。 
 

https://ndlonline.ndl.go.jp/#!/detail/R300000001-I000007558176-00

● 

『
老
子
鬳
斎
口
義
』　

国
文
学
研
究
資
料
館
鵜
飼
文
庫
蔵
本
（96-1268-1

～2 

）。
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● 

『
周
憲
王
救
荒
本
草
』（
和
刻
本
、
松
岡
恕
庵
校
訂
）　

近
世
歴
史
資
料
集
成
第
四
期
第
十

巻
『
救
荒
１
』（
科
学
書
院
、
二
〇
〇
六
年
）。

● 

『
物
類
品
隲
』　
『
平
賀
源
内
全
集
』
上
（
中
文
館
書
店
、
一
九
三
五
年
）。

● 
『
会
薬
譜
』　
『
平
賀
源
内
全
集
』
上
（
中
文
館
書
店
、
一
九
三
五
年
）。

● 
『
文
会
録
』　

国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
（
特1-3409

）。

 
https://ndlonline.ndl.go.jp/#!/detail/R300000001-I000007315488-00

付
記本

稿
は
、
平
成
二
十
八
年
度
西
日
本
国
語
国
文
学
会
（
於
鹿
児
島
大
学
）
に
お
け
る
口
頭

発
表
の
一
部
に
基
づ
き
、
大
幅
に
加
筆
修
正
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
席
上
お
よ
び
発
表
後

に
ご
教
示
を
賜
っ
た
諸
氏
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。

本
稿
は
、
平
成
二
十
九
年
度
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
・
特
別
研
究
員
奨
励
費
「
18
世
紀
を
中
心

と
し
た
近
世
文
学
史
の
再
構
築
―
文
理
横
断
的
視
点
か
ら
―
」（
課
題
番
号
：17J07008

）

に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。


