
「
老
子
」
　
に
お
け
る
、
道
P
の
．
概
念
形
成
｝
に
つ
い
て

民
　
衆
　
の
　
思
　
想

と

崩
　
老
子
　
」

清

宮

剛

　
は
じ
め
に

　
　
「
老
子
」
中
に
温
言
的
性
格
を
滞
び
た
語
が
た
び
た
び
引
用
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
り
そ
れ
も
「
兵
強
け
れ
ば
則

ち
勝
た
ず
、
木
強
け
れ
ぼ
則
ち
折
る
」
　
（
七
十
六
章
）
や
「
知
る

者
は
言
は
ず
、
言
ふ
者
は
知
ら
ず
」
　
（
五
十
六
章
）
の
如
く
非
常

に
現
実
的
事
実
を
踏
ま
え
た
も
の
が
多
い
◎
僅
言
は
長
暦
生
活
上

の
経
験
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
事
物
の
一
面
で
の
真
理
を
強

調
し
た
も
の
で
あ
り
、
特
に
「
老
子
」
で
は
容
子
に
よ
っ
て
「
有

見
黒
鉱
裁
、
隠
見
於
信
」
　
（
「
天
論
詰
」
）
と
評
さ
れ
て
い
る
よ

　
　
　

う
に
、
弱
い
者
あ
る
い
は
事
物
の
裏
面
に
あ
る
隠
さ
れ
た
真
理
の

険
強
調
毎
多
鴨
。
こ
の
こ
と
は
「
老
子
」
が
根
本
的
に
民
衆
の
思
想
と

深
い
か
か
わ
り
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
か
ろ
う

∴
か
ゆ
「
老
子
」
が
民
衆
の
思
想
と
関
連
が
あ
る
こ
と
は
最
近
で
も
福

永
光
司
氏
が
「
老
輌
と
い
う
村
落
に
隠
棲
す
る
一
人
の
哲
人
の
哲

学
ノ
ー
ト
的
な
著
作
一
し
た
が
っ
て
そ
れ
ぼ
彼
以
前
の
箴
言
、
僅

言
的
な
処
世
の
知
恵
、
道
家
的
な
古
語
、
成
句
を
己
れ
の
思
索
の

助
け
と
し
て
多
く
摘
録
す
る
！
を
基
と
し
て
…
」
　
（
「
老

子
」
）
と
述
べ
ら
れ
、
穴
沢
辰
雄
氏
も
「
そ
の
思
想
の
基
盤
を
な

す
も
の
は
主
と
し
て
民
間
に
伝
え
ら
れ
た
古
語
、
僅
言
の
た
ぐ
い

で
あ
り
、
老
子
は
そ
の
趣
旨
麹
取
診
上
げ
な
が
ら
高
度
に
哲
学
化

し
て
い
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
」
　
（
東
洋
思
想
3
、
中
国
思
想
二
）

と
述
べ
ら
れ
て
「
老
子
」
思
想
と
民
衆
の
思
想
の
関
連
を
強
調
す

る
。
し
か
し
残
念
な
こ
と
に
「
老
子
」
は
ど
の
よ
う
に
民
間
の
思

想
を
取
り
入
れ
、
さ
ら
に
「
老
子
」
哲
学
の
極
と
さ
れ
る
道
の
概

念
を
形
成
し
て
行
っ
た
か
と
い
う
具
体
的
な
論
は
述
べ
ら
れ
て
い

偽
な
い
。
以
下
の
論
は
民
衆
の
思
想
か
ら
道
の
概
念
が
験
後
℃
ズ
・
、

形
成
さ
れ
て
行
っ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
に
主
眼
を
置
い

艶
貴
男
．
進
み
る
。
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「
老
子
」
を
治
者
の
哲
学
と
見
る
か
、
そ
れ
と
も
被
治
者
の
哲
　
　
　
い
う
こ
と
と
も
関
連
す
る
。
赤
塚
忠
氏
は
道
家
思
想
の
発
生
を

学
と
見
る
か
に
つ
い
て
は
種
々
の
論
が
あ
る
が
、
自
分
と
し
て
は
被
，
コ
．
日
ぐ
、
「
趣
『
老
子
昆
『
荘
、
子
』
な
ど
に
な
る
と
、
よ
ほ
ど
庶
民
的
主
張
も

被
治
者
の
哲
学
と
考
え
る
。
そ
れ
は
「
老
子
」
が
弱
者
の
思
想
を
芦
，
一
ゴ
し
進
撃
ぞ
志
屠
る
塗
ら
恵
憩
史
の
事
実
は
、
　
一
足
飛
び
に
、
庶
民
か

止
揚
し
た
書
物
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
柔
を
説
き
弱
を
説
い
て
そ
　
　
　
恩
思
想
鵡
起
る
㊨
の
癒
は
壕
《
で
翌
冬
者
糊
気
近
慶
お
事
業
神
獲

れ
を
強
調
し
て
柔
弱
こ
そ
が
真
の
剛
強
で
あ
る
と
い
う
論
法
は
明
　
　
　
知
識
を
有
す
る
も
の
か
ら
起
っ
て
、
次
第
に
庶
民
に
ま
で
広
が
つ

ら
か
に
弱
者
の
立
場
に
あ
る
民
衆
の
思
想
を
基
盤
と
し
た
も
の
で
　
　
　
た
と
思
う
。
」
　
（
東
洋
思
想
3
、
中
国
思
想
二
）
と
述
べ
ら
れ
て
、

あ
ろ
う
。
さ
ら
に
後
世
に
至
っ
て
「
老
子
」
の
哲
学
が
わ
ず
か
に
　
　
　
　
「
老
子
」
に
お
け
る
庶
民
的
主
張
を
認
め
な
が
ら
も
、
　
「
治
者
の

二
型
に
黄
老
道
と
い
う
無
為
を
標
諺
す
る
政
治
哲
学
と
な
っ
た
他
　
　
　
側
近
に
涛
つ
た
神
の
知
識
を
有
す
る
も
の
」
と
し
て
道
家
哲
学
の

に
は
、
も
つ
ば
ら
個
人
の
処
世
と
形
而
上
的
思
索
の
み
に
応
用
さ
　
　
　
根
本
を
治
者
の
側
に
求
め
よ
う
と
す
る
。
確
か
に
文
字
を
持
た
な

れ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
　
「
老
子
」
に
は
本
来
社
会
秩
序
を
保
と
う
　
　
　
か
っ
た
古
代
の
民
衆
が
思
想
を
体
系
化
す
る
之
と
は
不
可
能
で
あ

と
す
る
よ
う
な
治
者
の
立
場
は
ほ
と
ん
ど
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
　
つ
た
ろ
う
か
ら
「
老
子
」
の
思
想
も
ま
た
何
人
か
の
知
識
入
の
手

「
老
子
」
が
治
者
の
哲
学
で
あ
る
と
い
う
立
場
は
最
近
で
は
板
野
　
　
　
を
経
た
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
推
側
さ
れ
る
。
道
家
哲
学
の
発
生

長
八
氏
等
が
澄
り
、
　
「
老
子
」
を
愚
民
政
治
を
説
く
も
の
と
し
て
　
　
　
を
古
代
の
信
仰
体
験
に
求
め
よ
う
と
す
る
の
は
注
目
す
べ
き
論
で

泰
代
の
郡
県
制
へ
向
う
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
が
、
氏
の
論
拠
と
　
　
　
は
あ
る
が
、
自
分
と
し
て
は
赤
塚
氏
が
一
面
で
認
め
て
い
る
”
庶

さ
れ
て
い
る
「
常
使
民
無
知
無
欲
」
　
（
三
章
）
等
の
語
も
本
来
治
　
　
　
民
的
主
張
”
こ
そ
が
「
老
子
」
の
思
想
の
基
盤
で
あ
る
と
考
え
た

者
の
立
場
か
ら
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
ぐ
、
知
識
や
欲
望
を
肯
　
　
　
　
い
。
そ
れ
は
現
在
の
「
老
子
」
を
見
る
場
合
に
そ
こ
に
治
者
に
対

定
重
視
す
る
当
時
の
社
会
風
潮
に
対
し
て
被
治
者
た
る
民
衆
に
基
　
　
　
す
る
明
ら
か
な
反
抗
と
否
定
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
「

盤
を
置
く
者
か
ら
の
批
判
の
声
と
し
て
解
す
べ
き
で
壌
筋
画
決
脳
　
　
　
　
「
老
子
」
の
神
の
概
念
も
攣
れ
ば
赤
塚
氏
の
指
摘
す
る
”
虚
静
説
”

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ン
b

で
黒
民
政
濃
鼠
諦
く
法
家
の
学
説
と
し
て
解
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
　
　
　
と
の
関
連
も
認
め
ら
れ
る
が
、
少
な
く
と
も
現
在
の
「
老
子
」
と

い
。
そ
れ
は
、
後
に
詳
説
す
る
よ
う
に
翠
嵐
偽
緬
無
思
為
〃
と
い
　
　
　
い
う
書
に
澄
い
て
は
神
の
概
念
は
そ
れ
ほ
ど
の
重
要
性
を
占
め
て

う
概
念
が
決
し
て
為
政
者
の
政
治
の
方
法
と
し
て
述
べ
ら
れ
た
も
　
　
　
は
い
な
い
。
現
在
の
「
老
子
」
を
忠
実
に
見
る
限
り
、
そ
の
根
底

の
で
は
な
く
、
民
衆
の
処
世
術
が
思
弁
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
　
　
　
に
あ
る
思
想
は
民
衆
の
被
治
者
と
し
て
の
論
理
が
基
礎
を
な
し
て
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い
る
の
で
あ
る
。

　
文
字
を
持
た
な
か
っ
た
民
衆
が
思
想
を
体
系
化
で
き
な
か
っ
た
．
「

の
は
事
実
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
こ
と
は
古
代
中
国
思
想
が
す
べ
て

治
者
の
側
の
論
理
に
よ
つ
て
作
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
は
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
中
国
古
代
に
誘
い
て
儒
家
、
墨
家
、

法
家
の
学
説
等
は
社
会
を
秩
序
づ
け
よ
う
と
す
る
治
者
の
論
理
が

優
先
し
て
い
る
が
、
果
し
て
民
衆
の
側
に
は
何
ら
の
思
想
も
芽
ば

え
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
治
者
と
被
治
者
を
対
立
関
係
と
し

て
捉
え
る
限
り
、
被
治
者
の
側
に
も
哲
学
的
体
系
を
持
た
な
い
ま

で
に
も
無
意
識
の
う
ち
に
何
ら
か
の
治
者
の
論
理
に
対
抗
す
べ
き

「
老
子
」
が
民
衆
の
側
に
そ
れ
を
有
し
て
い
た
と
こ
ろ
に
「
老
子
」

の
「
老
子
」
た
6
特
質
が
あ
る
の
で
み
為
。
．
、

論
理
の
基
盤
は
培
わ
れ
て
行
く
こ
と
は
推
測
さ
れ
る
。
た
だ
こ
の
論
理
配
れ
て
い
な
い
よ
う
に
み
う
け
ら
れ
る
」

論
理
の
基
盤
は
そ
れ
に
体
系
を
与
え
る
知
識
入
の
出
現
を
侍
た
な

い
限
り
、
哲
学
と
し
て
の
思
索
を
深
め
る
こ
と
な
く
経
験
上
の
知

恵
と
し
て
の
価
値
を
有
す
る
の
み
で
漸
次
葬
り
去
ら
れ
る
運
命
に

あ
る
。
民
衆
の
思
想
が
反
抗
な
り
批
判
な
り
の
一
つ
の
論
理
を
持

つ
た
め
に
は
個
入
あ
る
い
は
集
団
の
知
識
入
が
必
要
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
　
「
老
子
」
に
み
ら
れ
る
治
者
へ
の
反
抗
、
批
判
の
論
は
．

民
衆
の
思
想
が
知
識
人
に
よ
つ
て
体
系
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
考
え

る
。
古
代
中
国
に
海
い
て
思
想
の
発
生
は
決
し
て
治
者
の
み
で
は
・

な
か
っ
た
。
民
衆
の
生
活
の
中
に
直
島
に
対
抗
す
べ
き
論
理
の
基

盤
は
脈
々
と
流
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
儒
家
、
墨
家
、
法

家
が
治
者
の
側
に
発
生
の
基
盤
を
有
し
て
い
た
の
に
対
し
、

　
次
に
は
民
衆
の
思
想
に
論
理
的
体
系
を
与
え
た
老
子
と
い
う
入

物
に
つ
い
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
老
子
の
唯
一
の
伝
記

と
さ
れ
る
「
史
記
」
の
老
子
伝
に
は
疑
問
点
が
多
く
、
津
田
博
士

は
老
子
伝
に
関
し
て
「
ほ
と
ん
ど
虚
偽
の
こ
と
の
み
が
伝
え
ら
れ

て
い
る
」
　
【
「
道
家
の
思
想
と
そ
の
展
開
」
）
と
述
べ
ら
れ
、
木

村
教
授
も
「
実
在
性
の
あ
る
事
実
は
ほ
と
ん
ど
ま
っ
た
く
ふ
く
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
老
子
の
新
研
究
」
）

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
「
史
記
」
に
よ
っ
て
老
子
の
伝
記
を

組
み
立
て
る
の
は
非
常
に
困
難
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
老
子
の
実

在
が
疑
わ
れ
る
と
「
老
子
」
と
い
う
書
物
が
い
つ
誰
に
よ
つ
て
作

ら
れ
た
か
と
い
う
の
も
問
題
に
な
り
学
者
の
意
見
も
さ
ま
ざ
ま
で

あ
る
。
武
内
博
士
は
「
戦
国
の
末
泰
の
初
の
頃
に
法
家
の
学
者
が

旨
集
め
た
書
物
」
　
（
「
老
子
の
研
究
」
）
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
れ
は

寒
暑
の
無
の
主
張
か
ら
始
ま
っ
た
と
し
て
嘲
罵
を
実
在
の
人

物
ど
ざ
蔽
で
い
尉
『
蓼
5
嶋
海
賦
働
菰
ば
」
「
換
峨
前
9
爆
落
胆
蘇

の
入
で
・
・
…
多
分
い
は
ゆ
る
南
方
の
入
で
あ
ろ
う
」
ど
し

て
「
老
子
」
を
孟
子
以
後
の
思
想
と
さ
れ
た
。

　
老
子
の
年
代
を
知
る
こ
と
は
結
局
「
老
子
」
が
い
つ
の
時
代
の
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も
の
で
あ
る
か
を
知
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
　
「
史
記
」
に

よ
っ
て
老
子
の
年
代
が
定
ま
ら
な
い
限
り
、
　
「
老
子
」
と
い
う
書

物
に
含
ま
れ
て
い
る
思
想
か
ら
推
定
す
る
よ
り
仕
方
が
な
い
で
あ

ろ
う
ゆ
津
田
博
士
の
指
摘
の
ご
と
く
「
老
子
」
に
は
仁
義
を
併
称

し
て
そ
れ
を
否
定
し
て
い
る
章
が
あ
る
。
仁
義
は
孟
子
に
よ
っ
て
強

強
調
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
津
田
博
士
の
論
に
し
た
が
っ
て

「
老
子
」
を
孟
子
以
後
、
戦
国
末
の
思
想
と
考
え
る
。
ま
た
老
子

そ
の
入
に
つ
い
て
竜
ほ
ぼ
こ
の
時
代
に
あ
っ
て
民
衆
の
思
想
に
統
一

一
性
を
与
え
た
実
在
の
入
物
で
あ
っ
た
ろ
う
と
考
え
る
。
「
史
記
」
に

に
載
せ
ら
れ
て
い
る
為
が
歴
史
的
実
在
の
人
か
否
か
は
別
問
題

と
し
て
、
多
様
に
見
え
る
「
老
子
」
が
思
想
的
な
一
貫
性
を
持
っ

て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
一
入
の
隠
君
子
の
姿
が
彷
彿
と
し
て

描
か
れ
て
く
る
。
最
近
で
は
小
川
環
樹
氏
が
「
老
子
し
に
澄
げ
る

文
体
の
斎
一
性
か
ら
「
老
子
」
を
欝
血
は
そ
の
大
部
分
を
あ
る
ひ

と
り
の
著
者
が
書
い
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
L
　
（
「
世
界
の
名
著

老
子
」
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
自
分
と
し
て
も
こ
の
説
に
賛

成
し
た
い
。
文
体
の
斎
一
性
も
論
拠
の
一
つ
で
あ
る
が
「
老
子
」
に

は
こ
の
他
に
思
想
の
斎
二
性
も
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
治
者

治
者
へ
の
反
抗
と
弱
者
の
自
己
揚
棄
の
姿
勢
で
あ
る
。
凡
そ
思
想

が
一
つ
の
学
派
を
な
す
に
は
必
ず
そ
の
中
心
入
物
が
必
要
で
あ
ろ

う
。
儒
家
で
あ
れ
墨
家
で
あ
れ
、
単
な
る
類
以
思
想
の
集
成
で
は

学
派
を
成
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
　
「
老
子
」
が
単
な
る
民
間
僅
の

集
成
で
終
る
こ
と
な
し
に
道
家
の
祖
と
し
て
一
派
を
築
い
て
行
っ

た
の
は
、
〃
、
の
思
想
を
実
践
構
築
（
民
衆
の
思
想
を
哲
学
体
系
に

ま
で
深
め
た
）
し
た
一
人
の
人
間
の
存
在
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
「
老
子
」
を
孟
子
以
後
に
民
間
に
隠

棲
し
た
老
子
と
い
う
人
間
の
著
述
と
見
た
い
。
　
「
老
子
」
に
後
世

の
増
成
が
あ
る
と
い
う
説
を
認
め
る
と
し
て
も
原
「
老
子
」
の
復

原
は
不
可
能
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
し
、
ま
た
そ
れ
は
、
　
「
老
子
」

と
著
る
し
く
離
れ
る
思
想
で
は
あ
る
ま
い
か
ら
、
現
在
の
「
老
子
」

を
そ
の
ま
ま
老
子
の
思
想
と
す
る
こ
と
に
も
支
障
は
な
い
と
思
う
。

　
さ
て
老
子
と
い
う
人
物
の
実
在
を
想
定
し
た
場
合
、
彼
が
い
か

な
る
人
物
で
あ
っ
た
の
が
が
次
の
問
題
と
な
る
。
　
「
史
記
」
に
よ

っ
て
彼
の
伝
が
立
て
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
「
老
子
」
そ
の
も
の
の

中
か
ら
彼
の
人
物
像
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
老
子
が
隠
君
子
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
「
史
記
」
以
来
変
ら
ぬ

評
価
で
あ
る
。

　
衆
人
煕
煕
。
如
享
太
牢
。
如
意
登
台
Q
我
壁
越
倉
其
等
角
。

　
如
面
前
末
核
。
繰
－
聖
跡
刈
若
鷺
所
帰
。
衆
人
皆
有
余
而
我
独
若
遺
。

　
我
愚
人
之
心
也
哉
。
沌
㍊
齢
冷
。
西
入
昭
昭
。
我
独
昏
昏
。

　
俗
人
察
察
。
我
独
悶
悶
。
・
…
我
意
頑
且
静
。
（
　
二
十
葦
）

小
川
環
樹
氏
は
ア
ン
ー
1
、
マ
ス
ペ
ロ
の
こ
と
ば
を
ひ
い
て
こ
の
章
は
孤
独
の

人
老
　
の
自
画
像
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
確
か
に
こ
の
章
は
、
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「
老
子
」
中
で
も
め
ず
ら
し
く
個
人
の
姿
の
浮
び
上
っ
て
く
る
。

言
を
避
け
ハ
て
名
を
避
極
東
彪
箭
は
極
離
隔
・
貴
誌
⑳
胃
弱
世
間
僅
六
白
け
－

ぢ
す
セ
ど
を
避
け
だ
窓
あ
ら
血
ρ
以
あ
細
論
慰
敢
治
的
な
痴
情
摩
鳶

歪
張
爵
邑
を
主
張
す
る
こ
と
を
許
蓬
れ
閥
が
爾
施
高
間
預
あ
勲
旋

の
か
も
知
れ
な
い
ゆ
型
も
老
綾
悔
・
駅
，
麺
彼
㊧
搬
物
像
廠
描
ぎ
毒
ば
懸

と
ん
ど
な
い
が
介
そ
6
む
⑫
惑
細
心
隠
君
氷
の
隠
悪
子
の
姿
廠
描

の
章
は
描
い
て
い
る
と
賂
汐
て
誼
か
．
る
痘
ぼ
蒋
周
に
獄
荘
抗
癌
見

ら
れ
る
蜜
む
和
島
禽
翔
外
勢
飛
翔
動
養
と
喚
漁
海
頭
う
宏
自
由
な

境
地
は
見
蟹
轟
な
協
簗
、
働
俗
由
頃
鐙
俗
の
申
に
砂
壌
垂
セ
欝
童
戯

太
毎
淋
…
個
《
嚢
淋
…
あ
脇
姿
で
あ
る
。

　
老
子
は
民
間
に
ひ
っ
そ
り
と
生
き
て
行
く
隠
君
子
で
は
あ
っ
た

が
、
彼
が
最
初
か
ら
民
間
に
育
つ
た
人
間
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
。

そ
れ
は
「
老
子
」
に
現
実
の
政
治
社
会
を
否
定
す
る
鋭
い
目
が
顕

著
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
当
時
の
民
衆
が
文
字
を
持
た
ず
、
系
統

立
つ
た
論
理
に
よ
つ
て
社
会
を
批
判
す
る
こ
と
な
ど
が
懇
さ
な
が
っ

た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
老
子
は
や
は
り
、
か
な
り
の
知
識
入
で
あ

り
ま
た
政
治
社
会
と
も
関
連
を
持
つ
た
人
間
で
あ
っ
た
ご
と
が
推

測
さ
れ
る
。
澄
そ
ら
ぐ
「
老
子
」
と
い
う
書
物
は
、
老
子
と
い
う

知
識
人
が
政
治
的
挫
折
に
よ
っ
て
民
間
に
隠
棲
し
た
後
の
思
想
を
∴

蚕
と
め
上
げ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
老
子
が
治
者
階
級
に
属
し

て
い
た
頃
は
か
な
り
の
地
位
の
人
間
で
あ
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る

る
。
　
「
忍
辱
花
蓋
、
貴
大
患
若
身
」
　
（
十
三
章
）
　
「
功
遂
身
退
ア

　
天
之
道
」
　
（
九
章
）
　
「
功
成
而
下
居
」
　
（
二
章
）
　
「
功
成
不
有
」

た
秦
，
三
’
ナ
四
章
）
ゆ
等
の
（
語
は
、
鯛
ら
ゆ
僑
社
会
的
地
位
の
高
か
っ
た

　
も
の
が
、
そ
の
地
位
を
追
わ
れ
た
際
の
嘆
き
と
反
省
が
窺
え
る
。

　
さ
ら
に
「
老
子
」
に
顕
署
に
見
え
る
財
貨
に
対
す
る
否
定
も
社
会

　
的
に
富
を
有
し
た
入
間
の
没
落
の
後
の
言
葉
と
考
え
る
。

　
　
以
上
の
よ
う
に
老
子
と
い
う
入
間
は
一
度
は
政
治
の
場
で
か
な

　
り
の
地
位
と
窟
を
有
し
て
い
た
が
、
政
治
的
挫
折
に
よ
っ
て
民
間

　
に
隠
れ
棲
み
民
衆
の
思
想
と
か
か
わ
り
を
持
ち
な
が
ら
ひ
っ
そ
り
と

　
孤
独
な
入
生
を
送
っ
た
人
間
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
漢
代

」
以
降
の
政
治
と
処
世
の
矛
盾
に
悩
む
入
々
が
好
ん
で
「
老
子
」
の

　
思
想
に
拠
り
所
を
求
め
た
こ
と
を
考
え
て
も
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ

　
う
。

　
　
蜜
た
す
で
に
諸
家
の
指
摘
す
る
よ
う
に
「
老
子
」
に
は
個
有
名

　
詞
が
全
く
見
え
な
い
。
小
川
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
「
老
子
」
が
ひ

　
と
り
の
著
者
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
こ
と
を
暗
示
す
る
も
の
で
も
あ

　
ろ
う
が
、
こ
の
こ
と
は
老
子
が
自
分
の
存
在
を
明
ら
か
に
す
ま
い

　
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
世

　
俗
的
な
”
名
”
を
否
定
し
た
老
子
で
あ
る
か
ら
個
有
名
詞
も
使
わ

　
な
か
っ
た
の
だ
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
査
で
で
あ
る
が
、
自
分

　
と
し
て
は
老
子
が
個
有
名
詞
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
存
在

　
が
知
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
己
の
生
を
危
う
く
す
る
よ
う
な
立

　
場
に
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
意
識
的
に
個
有
名
詞
を
避
け
た
電
の
と
考
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え
た
い
。
　
「
老
子
」
の
哲
学
に
は
”
い
か
に
し
て
生
き
残
れ
る
か
〃
　
　
の
是
非
を
論
ず
る
知
識
は
自
分
は
持
っ
て
い
な
い
。
た
だ
、
た
と

と
い
う
処
世
観
が
一
面
に
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
生
命
の
危
機
に
さ
・
二
。
え
道
が
形
而
上
学
的
な
本
体
と
し
て
の
意
味
を
有
し
て
い
た
と
し

さ
ら
さ
れ
る
よ
う
な
立
場
に
あ
っ
た
老
子
の
境
遇
に
由
来
す
る
も

の
で
あ
ろ
う
δ
し
か
し
「
老
子
し
の
特
質
は
、
た
だ
単
に
民
間
に

隠
れ
て
自
己
の
生
命
を
全
う
し
よ
う
と
す
る
思
想
だ
け
で
な
く
、

同
時
に
世
俗
社
会
に
鋭
い
関
心
を
持
っ
て
、
世
俗
社
会
と
の
関
連

の
中
で
生
き
抜
こ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
世
俗
社
会
と
一
切

の
関
係
を
絶
っ
て
隠
者
の
よ
う
な
生
活
を
求
め
る
揚
砂
海
の
入
間

と
は
一
面
で
共
通
な
も
の
を
持
ち
な
が
ら
竜
、
自
己
の
処
世
を
世

俗
的
な
社
会
、
政
治
と
関
連
さ
せ
て
考
え
る
点
に
「
老
子
」
の
特

質
が
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　

　
　
　
一
　
民
衆
の
処
世
術
老
老
子

　
　
　
く

　
「
老
子
」
の
思
想
が
民
衆
の
思
想
と
関
連
の
あ
る
こ
と
、
さ
ら

に
老
子
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
来
た
が
、
次
に
は

「
老
子
」
に
澄
け
る
”
道
〃
が
い
か
に
し
て
確
立
さ
れ
た
か
に
つ

い
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
「
老
子
」
に
は
抽
象
的
な
道
の
観
念
と
具
体
的
な
処
世
術
が
融

合
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
元
来
「
老
子
」
の
道
に
は
本
体
論
的

な
意
味
が
与
え
ら
れ
て
謬
り
、
最
近
で
は
西
洋
哲
学
と
の
関
連
か

ら
そ
れ
に
対
す
る
批
判
の
論
も
出
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
方
法

て
も
、
本
体
論
的
な
意
味
が
確
立
さ
れ
て
か
ら
そ
れ
が
諸
物
に
及

ぼ
さ
れ
た
の
で
は
な
く
，
道
の
概
念
は
あ
く
ま
で
具
体
的
事
物
か

ら
次
第
に
帰
納
さ
れ
て
抽
象
的
な
意
味
を
有
し
て
行
っ
た
竜
の
と

思
う
。
そ
れ
は
哲
学
の
始
源
を
な
す
も
の
は
即
自
的
で
あ
る
臨
の
、

直
接
的
で
あ
る
も
の
、
規
定
の
庵
つ
と
庵
貧
弱
な
も
の
で
あ
る
と

い
う
哲
学
史
の
根
本
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か

ら
「
老
子
」
を
見
る
な
ら
ば
，
　
「
老
子
」
を
特
徴
づ
け
て
い
る
具

体
的
処
世
観
と
抽
象
的
な
道
の
概
念
は
当
然
関
係
を
有
す
る
も
の

で
あ
る
し
、
し
か
も
具
体
的
処
世
観
が
次
第
に
抽
象
化
さ
れ
て
道

の
概
念
を
形
成
し
た
と
考
え
る
の
も
無
理
で
は
な
か
ろ
う
。
ま
た

こ
の
こ
と
は
「
老
子
」
の
各
章
に
澄
い
て
も
具
体
的
即
物
的
な
も

の
よ
り
筆
を
起
こ
し
て
道
の
概
念
に
導
い
て
行
く
と
い
う
筆
法
と

も
一
致
す
る
。
。

　
そ
こ
で
次
に
は
「
老
子
」
に
掛
け
る
処
世
観
に
考
察
を
加
え
、

道
と
の
関
連
を
考
え
て
み
た
い
℃

　
「
老
子
」
の
処
世
観
は
、
柔
弱
、
不
断
㌔
和
光
同
塵
な
ど
の
語

に
代
表
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
概
念
は
ど
の
よ
う
に
し
て
導
き
出

さ
れ
た
の
か
、
ま
た
究
極
に
は
ど
の
よ
う
友
も
の
を
求
め
た
の
か
、

さ
ら
に
究
極
の
も
の
綾
で
高
め
得
た
力
は
何
で
あ
っ
た
の
か
が
問
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題
に
な
る
。

　
「
老
子
」
の
処
世
術
は
弱
者
の
理
論
を
強
者
の
理
論
に
ま
で
高
め
う
・

め
る
点
に
そ
の
主
眼
が
あ
る
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
　
「
天
下
柔
弱
、

莫
過
於
水
。
翌
夕
堅
強
者
、
莫
之
単
勝
。
…
弱
質
四
強
、
柔

之
勝
剛
…
・
・
…
」
　
と
い
う
七
十
入
選
の
こ
と
ば
は
、
明
ら
か
に

か
に
弱
い
者
の
力
が
強
者
に
優
る
こ
と
を
強
調
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
他
に
も
柔
弱
を
説
く
章
は
「
守
柔
日
華
」
　
（
五
十
二
章
）
、

「
柔
弱
者
、
生
之
徒
・
…
柔
弱
盤
上
」
　
（
七
十
六
章
）
、

「
柔
弱
勝
剛
強
」
　
（
三
十
六
章
）
の
よ
う
に
数
多
く
見
ら
れ
る
が
・

こ
の
よ
う
な
柔
弱
が
剛
強
に
勝
つ
と
い
う
所
に
処
世
の
重
点
を
置

い
た
考
え
方
は
、
明
ら
か
に
弱
者
の
立
場
た
る
民
衆
の
処
世
術
に

外
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
民
衆
が
独
自
に
弱
者
の
理
論
を

体
系
づ
け
た
か
否
か
は
疑
問
で
あ
る
。
　
「
老
子
」
　
〔
全
体
に
流
れ

濡
柔
弱
の
理
論
は
、
政
治
論
、
道
の
概
念
等
と
も
共
通
の
意
味
を

有
し
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
民
衆
の
体
験
的
な
知
識
に
一
つ
の

体
系
を
与
え
た
老
子
と
い
う
入
物
が
居
た
こ
と
を
暗
示
す
る
。
つ

ま
り
民
衆
の
知
恵
と
し
て
の
弱
者
の
処
世
術
が
老
子
と
い
う
人
間

に
よ
つ
て
積
極
的
な
柔
弱
を
強
調
す
る
理
論
と
な
っ
た
も
の
と
考

え
る
。

　
さ
て
民
衆
の
体
験
的
な
知
恵
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
電
の
で
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
水
、
谷
、
翠
・
児
、
…
僕
の
よ
う
な
具

体
的
事
物
の
中
に
見
出
さ
れ
る
弱
者
の
強
者
に
勝
る
一
面
の
真
理

　
を
捉
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
　
「
老
子
」
中
よ
り
柔
弱
の
理
論

∴
の
形
成
さ
れ
る
以
前
の
民
衆
の
知
恵
と
そ
れ
以
後
の
も
の
と
を
区

　
別
し
て
抽
出
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
僅
言
的
性
格
を
有
す
る

　
も
の
、
あ
る
い
は
非
常
に
即
物
的
な
表
現
を
さ
れ
て
い
る
も
の
は

　
民
衆
の
知
恵
と
し
て
の
原
形
を
留
め
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
た
と
え
ば
、
　
「
木
強
下
墨
」
　
（
七
十
六
章
）
な
ど
は
そ
の
代
表
的

　
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
実
際
の
生
活
と
関
係
の
深
い
水
に
柔
弱

　
さ
を
見
出
し
た
の
も
民
衆
の
知
恵
で
あ
っ
た
ろ
う
。
政
治
社
会
か

　
ら
与
え
ら
れ
る
も
の
に
対
し
て
そ
れ
を
そ
の
震
ま
受
け
入
れ
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
民
衆
が
、
自
己
の
生
活
に
密
着
し
た
事
物
の

　
中
か
ら
柔
弱
な
も
の
の
強
さ
を
見
出
し
、
そ
の
中
に
慰
め
を
得
よ

　
う
と
し
た
こ
と
は
充
分
に
考
え
ら
れ
る
漆
し
か
し
こ
の
柔
弱
の
理

　
論
も
強
者
に
対
す
る
積
極
的
廠
反
抗
と
は
浸
り
得
ず
に
、
単
な
る

　
一
つ
の
真
理
と
し
て
民
衆
の
慰
寂
的
な
も
の
と
し
て
の
位
置
を
保

　
つ
の
み
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
は
古
代
の
民
衆
が
新
た
な
価
値
体

　
系
を
築
く
と
か
、
あ
る
い
は
柔
弱
な
も
の
を
統
合
し
て
理
論
づ
け

　
る
と
い
っ
た
よ
う
な
思
想
意
識
を
持
た
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

　
か
ら
で
あ
る
◎
艮
衆
は
所
与
の
も
の
を
あ
る
が
ま
ま
に
受
け
入
れ

　
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
立
場
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
は
諦
念
と

　
か
自
己
慰
安
と
し
て
の
思
想
し
か
生
れ
て
こ
な
い
の
も
当
然
で
あ

　
ろ
う
。

　
　
つ
ま
の
「
老
子
」
処
世
観
の
基
底
に
あ
る
処
世
術
と
は
、
民
衆
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の
諦
念
、
自
慰
的
な
思
想
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
実
生
活

の
中
だ
具
体
的
に
観
察
さ
れ
た
柔
弱
な
者
の
一
面
に
あ
る
強
さ
を

認
め
そ
こ
に
自
己
の
安
ら
ぎ
を
図
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
水
が

岩
を
祭
つ
強
さ
を
見
、
強
い
木
の
倒
れ
る
の
を
見
螺
《
児
の
柔
弱

さ
の
中
に
強
さ
を
見
い
出
す
と
い
う
よ
う
表
現
実
具
体
的
事
物
か
ら
顧

ら
導
き
出
さ
れ
た
生
活
の
知
恵
が
「
老
子
」
処
世
術
の
発
生
で
あ
ろ
、
㌃

る
と
考
え
る
。

　
こ
の
生
活
の
知
恵
が
単
な
る
民
衆
の
諦
念
や
自
慰
思
想
を
脱
却

し
て
柔
弱
こ
そ
が
真
の
剛
強
で
あ
る
と
い
う
理
論
に
ま
で
高
め
ら
れ
か

れ
統
一
さ
れ
た
の
は
老
子
と
い
う
人
物
の
出
現
に
よ
る
屯
の
で
あ

ろ
う
。

　
民
衆
の
自
慰
的
思
想
に
積
極
的
な
意
味
を
与
え
た
の
は
老
子
の

持
つ
世
俗
の
否
定
で
あ
っ
た
。
老
子
が
知
的
浪
人
で
あ
っ
た
ろ
う

こ
と
は
前
に
述
べ
た
が
、
彼
は
自
己
を
脱
落
さ
せ
た
社
会
の
価
値

観
に
鋭
い
反
抗
心
を
有
し
て
い
た
ろ
う
し
、
そ
れ
は
民
衆
の
中
に

は
ぐ
く
ま
れ
て
来
た
自
慰
的
処
世
術
と
結
び
つ
き
や
す
い
も
の
を

持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
両
者
が
と
竜
に
弱
者
の
論
理
で
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
両
者
が
結
び
つ
か
な
っ
た
な
ら
ば
民
衆
の
経
験

上
の
処
世
術
は
単
な
る
諦
念
と
何
ら
統
一
性
を
持
た
な
い
僅
言
的

な
も
の
の
範
囲
を
越
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
老
子
の
世
俗
に

対
す
る
反
抗
心
も
彼
個
入
の
不
満
と
し
て
の
位
置
し
か
持
た
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
民
衆
の
諦
念
的
自
慰
的
処
世
の
術
は
老
子
の
世

俗
の
否
定
の
論
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
統
一
が
与

え
ら
れ
そ
の
正
当
性
、
優
位
性
が
確
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
か
く

し
て
民
衆
の
柔
弱
の
処
世
術
は
単
な
る
慰
め
の
思
想
を
脱
却
し
て

積
極
的
に
剛
強
な
る
も
の
と
対
立
し
そ
れ
を
超
克
す
る
論
理
と
な

・
り
得
た
の
で
あ
っ
た
。
い
わ
ば
弱
者
の
諦
念
が
強
者
と
の
対
立
の

の
ち
に
よ
り
高
い
立
場
で
止
揚
さ
れ
て
自
己
揚
棄
の
哲
学
と
な
っ

た
所
に
「
老
子
」
の
処
世
哲
学
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う

な
積
極
的
な
意
味
を
与
え
た
の
は
、
政
治
社
会
を
脱
落
し
た
老
子

の
世
俗
へ
の
否
定
で
あ
り
、
そ
れ
は
一
般
的
な
価
値
判
断
を
否
定

し
よ
う
と
す
る
老
子
の
不
満
的
態
度
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。

老
子
の
否
定
の
論
理
に
つ
い
て
は
後
に
詳
説
す
る
が
、
弱
者
の
論

理
を
自
己
揚
棄
の
論
理
に
ま
で
高
め
た
媒
体
で
あ
っ
た
こ
と
に
否

定
の
論
理
の
意
味
が
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
民
衆
が
、
水
、
谷
、
海
事
、
…
僕
と
い
っ
た
よ

う
な
生
活
に
密
着
し
た
事
物
か
ら
経
験
的
に
帰
納
し
た
柔
弱
な
る

も
の
の
一
面
の
強
さ
は
、
老
子
の
否
定
の
論
と
結
び
つ
く
こ
と
に

よ
つ
て
、
積
極
的
に
剛
強
な
る
も
の
と
対
立
す
る
統
一
性
の
あ
る

も
の
と
な
り
得
た
が
、
柔
弱
な
も
の
の
論
理
が
そ
こ
ま
で
高
め
ら

れ
れ
ば
、
当
然
そ
れ
ら
の
申
に
共
通
な
し
か
竜
普
遍
的
な
意
味
を

持
つ
概
念
が
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
果
し
て
そ
の
普
遍

的
な
概
念
と
は
ど
の
よ
う
な
屯
の
な
の
か
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
ヌ
そ
乳
は
㌔
”
あ
ら
ゆ
る
も
の
へ
の
変
化
の
契
機
を
有
し
な
が
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ら
屯
未
発
の
状
態
に
あ
る
も
の
の
位
置
に
ま
で
自
己
を
戻
す
こ
と
〃

と
い
う
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
如
翠
児
之
未
核
」
　
（
二
十
章
）
　
（
泊

　
　
　
へ

　
「
泊
今
其
未
兆
」
　
（
二
十
章
）
　
「
僕
散
則
為
器
」
　
（
二
十
八
章
）

　
「
敦
金
寒
紅
」
　
（
十
五
章
）
の
よ
う
に
學
児
や
僕
の
徳
を
た
た
え

て
そ
れ
ら
の
具
体
的
事
物
か
ら
”
未
発
〃
の
状
態
野
心
一
局
の
も
の

と
す
る
抽
象
概
念
を
導
き
出
し
た
こ
と
に
よ
つ
て
も
認
め
ら
れ
よ

う
。
し
か
も
三
児
や
僕
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
へ
変
化
す
る
可
能
性

を
秘
め
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
老
子
は
変
化
の
契
機
を
有
し
た
ま

ま
の
状
態
に
止
ま
る
こ
と
を
処
世
の
目
標
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
「
僕
難
小
、
天
下
莫
能
臣
也
」
　
（
三
十
二
章
）
の
よ
う
に
僕
は
僕

の
状
態
に
あ
る
か
ら
他
か
ら
使
役
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
し
て
僕
や
赤
児
か
ら
共
通
な
”
未
発
〃
と
い
う
抽
象

概
念
が
形
成
さ
れ
、
そ
の
状
態
を
理
想
の
も
の
と
す
る
ど
積
極
的

に
そ
の
位
置
に
戻
る
こ
と
を
強
調
す
る
よ
う
に
な
る
。
　
「
復
帰
於

顧
ぞ
児
」
　
（
二
十
八
章
）
　
「
復
帰
於
僕
」
　
（
同
）
な
．
ど
が
端
的
に
そ

れ
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
復
帰
と
は
本
来
事
物
、
人
間
が
発
生

の
初
源
に
有
し
て
い
た
も
の
へ
復
び
帰
る
こ
と
を
理
解
さ
れ
よ
う
。

復
帰
の
思
想
は
処
世
哲
学
か
ら
次
第
に
敷
術
さ
れ
て
道
の
概
念
を

形
成
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
詳
し
く
は
後
に
述
べ
た
い
。
と
に
か

く
柔
弱
な
竜
の
の
価
値
を
認
め
よ
う
と
す
る
処
世
の
術
は
、
具
体

的
な
事
物
か
ら
帰
．
納
さ
れ
て
〃
未
発
”
と
い
う
抽
象
概
念
を
形
成

し
そ
こ
に
復
帰
す
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
は
じ
め
る
と
、
そ
こ
に
す

で
に
道
の
概
念
の
基
本
が
確
立
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

つ
ま
り
事
物
の
初
源
に
立
ち
戻
ろ
う
と
す
る
。
い
わ
ゆ
る
道
の

中
心
要
素
が
こ
こ
に
窺
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
民
衆
の
諦
念
よ
り
発
し
た
処
世
術
は
老
子
の
世

俗
の
否
定
の
論
に
よ
っ
て
思
想
的
な
根
拠
を
与
え
ら
れ
、
柔
弱
な

も
の
が
真
の
剛
強
で
あ
る
と
い
う
自
己
揚
棄
の
位
置
に
ま
で
止
揚

さ
れ
、
つ
い
に
発
生
の
初
源
に
ま
で
障
ろ
う
と
す
る
究
極
の
も
の

を
意
識
し
て
道
の
概
念
の
基
本
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、

で
は
処
世
術
に
積
極
的
な
意
味
を
付
与
す
る
媒
体
と
な
っ
た
、
老

子
の
〃
否
定
〃
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。

　
　
　

　
　
二
　
懲
俗
の
否
定

　
　
（

　
道
家
の
否
定
の
論
理
に
つ
い
て
は
赤
塚
忠
氏
の
考
察
が
す
で
に

あ
る
。
　
　
「
こ
の
よ
う
に
道
家
は
い
わ
ゆ
る
否
定
の
論
理
を
利
用

す
る
も
の
で
あ
っ
た
◎
む
し
ろ
徹
底
的
に
否
定
の
論
理
を
追
求
し

た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
道
家
は
否
定
の
論
理
を
発

見
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
思
想
を
形
成
し
た
と

い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
」
　
（
「
講
座
東
洋
思
想
3
」
）
と

し
て
道
家
と
否
定
の
論
理
の
関
係
を
強
調
さ
れ
、
さ
ら
に
道
家
の

教
義
と
古
代
信
仰
体
験
の
関
連
を
説
か
れ
た
後
に
「
つ
ま
り
人
間

は
自
己
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
道
を
体
得
し
て
飛
躍
し
、

か
え
っ
て
高
次
な
（
肯
定
）
的
真
智
に
到
達
す
る
と
い
う
論
理
を
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見
出
し
た
の
で
あ
る
」
　
（
同
書
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
氏
の
論
に
建
・
z
拡
の
道
の
に
対
す
る
徹
定
的
な
否
定
の
末
に
な
さ
れ
た
も
の
と
考

に
従
え
ば
、
道
家
の
道
と
い
う
概
念
は
伝
統
的
上
帝
観
を
う
け
つ
　
　
　
え
ら
れ
る
。

い
で
す
で
に
確
立
さ
れ
て
誇
り
、
そ
の
道
を
体
得
し
て
明
智
に
到

る
た
め
に
自
己
を
否
定
す
る
論
理
が
形
成
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
老
子
が
現
実
社
会
に
醜
い
て
否
定
し
た
具
体
的
対
象
と
は
何
で

に
な
り
、
否
定
の
論
理
は
あ
く
ま
で
自
己
の
内
省
的
な
も
の
と
い
・
偽
ノ
．

う
こ
と
に
な
る
が
、
果
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
あ
と
一
つ
の
問

題
は
、
氏
は
「
老
子
」
以
前
の
道
家
の
原
形
を
伝
え
る
㊨
の
と
し

て
「
管
子
」
四
篇
を
強
調
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
信
仰
体
験
と
道
家
の

関
係
を
導
き
出
さ
れ
て
い
る
が
、
　
「
電
子
」
の
年
代
が
不
明
で
あ

る
以
上
、
決
定
的
な
説
と
は
認
め
が
た
い
。
自
分
と
し
て
は
、
否

定
の
論
理
は
「
老
子
」
に
訟
い
て
は
じ
め
て
強
調
さ
れ
た
も
の
で

あ
り
、
し
か
も
個
人
の
内
省
的
な
も
の
で
は
な
く
、
現
実
社
会
へ

の
反
抗
、
批
判
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
い
。

そ
れ
は
「
老
子
」
が
否
定
の
論
理
を
展
開
す
る
際
に
へ
対
個
入
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め

し
て
の
問
題
よ
り
も
対
社
会
と
し
て
の
場
合
が
多
い
か
ら
で
あ
る

そ
し
て
そ
の
こ
と
は
老
子
と
い
う
人
間
が
現
実
に
強
い
関
心
を
抱

い
て
い
た
こ
と
に
由
来
す
る
電
の
で
あ
る
◎

　
さ
ら
に
道
の
概
念
竜
一
面
で
は
上
帝
観
を
う
け
つ
ぐ
庵
の
で
あ

る
が
、
道
を
天
の
上
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
意
図
の
あ
る
こ
と

な
ど
か
ら
考
え
れ
ば
、
現
実
社
会
に
駆
け
る
具
体
的
対
象
の
否
定

か
ら
次
第
に
帰
納
さ
れ
て
天
を
も
超
克
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
窺

え
る
。
つ
ま
り
「
老
子
」
の
道
の
概
念
形
成
は
現
実
社
会
碗
ず
べ

あ
っ
た
の
か
が
次
の
問
題
と
な
る
。

　
老
子
に
亡
い
て
顕
著
に
否
定
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
儒

家
の
道
、
特
に
孟
子
の
仁
義
説
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
津
田
博
士
の

指
摘
以
来
諸
家
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
博
士
の
著
「
道
家
の

思
想
と
そ
の
展
開
」
に
よ
れ
ば
、
　
「
老
子
」
第
一
章
の
「
道
画
道

非
常
道
」
と
は
儒
家
の
道
を
否
定
し
た
老
子
の
立
場
を
示
す
も
の

で
あ
り
。
よ
り
具
体
的
に
は
「
大
道
廃
有
仁
義
」
　
（
十
八
章
）
の

語
が
示
す
よ
う
に
孟
子
の
仁
義
説
で
あ
っ
た
と
い
う
◎
津
田
博
士

の
指
摘
以
外
に
も
仁
義
を
否
定
す
る
語
は
「
絶
仁
棄
義
、
民
伝
話

慈
」
　
（
十
九
章
）
　
「
失
道
而
後
徳
、
失
徳
星
後
高
、
失
仁
直
後
義
」

（
三
十
八
章
）
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
、
明
ら
か
に
道
徳
が
仁
義
に

に
優
先
す
る
も
の
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
か
ら
、
老
子
の
対
抗
七
二

識
と
し
て
孟
子
が
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
よ
う
。
し
添

か
し
道
の
概
念
が
単
に
孟
子
の
否
定
と
い
う
も
の
に
よ
つ
て
の
み

確
立
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
道
の
概
念
を
形
成
す
る
も
の
は
仁

義
の
否
定
以
外
に
、
知
、
欲
望
、
財
貨
の
否
定
等
も
大
き
な
位
置

を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
否
定
の
論
（
世
俗
価
値
観
の
否
定
）

は
単
に
孟
子
を
対
抗
相
手
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
導
き
出
さ
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れ
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
む
し
ろ
価
値
観
の
否
定
が
確
立
さ
れ

て
後
に
そ
の
一
部
と
し
て
仁
義
が
否
定
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
妥

当
で
あ
ろ
う
。

　
で
は
「
老
子
」
に
見
ら
れ
る
世
俗
観
の
否
定
は
、
何
を
具
体
的

対
象
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
は
当
時
の
時
代
風
潮
を
概

観
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
当
時
の
時
代
風
潮
を
最
竜
端
的
に

述
べ
て
い
る
の
は
「
孟
子
」
の
次
の
こ
と
ば
で
あ
ろ
う
。

　
揚
朱
、
墨
翌
之
言
塞
天
下
。
夫
下
之
言
喰
不
帰
象
亀
隠
隠
q
瓦

　
揚
氏
為
我
嬢
是
無
習
糧
。
∵
墨
子
兼
愛
蕪
是
無
父
也
3
・
…

　
辛
辛
之
道
不
息
、
孔
子
之
道
不
著
。
邪
説
王
民
、
充
塞
仁
義

無
文
公
）

　
こ
の
文
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
孟
子
は
台
墨
の
道
を

塞
い
で
孔
子
の
道
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
己
れ
の
任
と
し
た
。

さ
ら
に
孟
子
が
口
を
極
め
て
彼
ら
を
排
斥
し
た
の
は
当
時
の
思
想

界
に
揚
朱
、
墨
葎
が
大
き
な
力
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
．

そ
こ
で
「
老
子
」
の
否
定
の
論
を
揚
朱
、
墨
翌
の
思
想
と
は
ど
の

よ
う
な
関
連
を
有
す
る
か
を
以
下
明
ら
か
に
し
て
行
き
た
い
。

　
　
　
　

　
　
　
ミ
，
「
老
重
子
」
と
－
「
墨
子
」

　
　
　
く

　
元
来
「
老
子
」
の
中
に
見
ら
れ
る
否
定
の
具
体
的
対
象
者
と
し

て
は
孟
子
の
仁
義
説
が
考
え
ら
れ
て
来
た
が
、
よ
り
直
接
的
に
否

定
の
対
象
と
し
た
も
の
は
墨
子
の
思
想
に
対
し
て
で
あ
る
。
　
「
老

子
」
に
盛
期
に
見
ら
れ
る
財
貨
、
爾
賢
、
知
、
欲
望
等
の
否
定
の
繊
，
．
μ

論
は
こ
と
ご
と
く
墨
子
の
主
張
に
反
対
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の

後
に
次
第
に
問
題
が
敷
術
さ
れ
て
抽
象
的
な
道
．
の
概
念
が
形
成
さ

れ
た
と
考
え
る
。
し
か
し
こ
の
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は

「
墨
子
」
の
思
想
を
分
算
し
そ
れ
と
「
老
子
」
と
を
対
比
さ
せ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
「
墨
子
」
の
ど
の
篇
を
墨
蓼
「
の
思
想
と
見
る
か
に
つ
い
て
は
種

々
の
問
題
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
上
、
中
、
下
、
に
分
か
海
憩
い
ハ
る

尚
賢
以
下
の
篇
、
さ
ら
に
轟
轟
修
修
身
、
法
儀
、
辞
過
、
七
患
篇

等
を
墨
家
の
根
本
主
、
を
述
べ
た
篇
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
と
す

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
4

　
「
墨
子
」
の
思
想
竜
多
様
な
側
面
を
有
す
る
が
，
大
き
く
分
け
　
　
一

て
次
の
三
つ
の
も
の
に
集
約
さ
れ
よ
う
。

ω
非
楽
、
節
葬
、
節
用
篇
等
に
見
ら
れ
る
民
衆
の
実
利
を
図
ろ
う
と

と
曹
漬
る
思
想

㈲
街
賢
、
鎧
鼠
、
天
志
一
等
に
見
ら
れ
る
、
天
の
志
何
の
も
と
に

　
賢
者
を
登
用
し
て
強
固
な
君
子
専
制
の
社
会
を
築
き
あ
げ
よ
う
と

と
吉
古
思
思
想

㈲
兼
愛
鬼
　
攻
篇
等
に
見
ら
れ
る
自
他
の
分
別
を
去
ろ
う
と
す
る

　
博
愛
主
義
的
な
思
想

　
ω
に
よ
る
節
倹
主
義
は
「
墨
子
」
の
中
心
思
想
で
あ
り
、
七
三
、

辞
三
等
の
篇
に
竜
宮
殿
や
君
主
の
三
三
を
戒
め
る
形
で
説
か
れ
て



い
る
。
こ
れ
ら
の
篇
の
主
張
は
、
極
力
実
用
を
超
え
た
贅
沢
を
排

除
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
民
衆
の
生
活
の
安
定
を
図
ろ
う
と
す
る
と

こ
ろ
に
主
眼
が
あ
る
。
た
と
え
ば
「
厚
葬
久
喪
は
其
れ
聖
王
の
道

に
非
ざ
る
な
り
」
　
（
節
葬
下
）
の
よ
う
に
豆
幹
を
否
定
す
る
の
も

厚
葬
に
伴
う
享
宴
の
出
費
ど
人
民
が
仕
事
に
従
事
で
き
な
く
な
る

弊
を
憂
え
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

富
国
と
人
民
の
生
活
の
負
担
の
軽
減
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
さ

ら
に
節
用
篇
で
は
奢
移
を
否
定
す
る
の
み
な
ら
ず
、
、
州
凡
そ
其
の

此
の
物
を
為
る
や
用
を
加
え
ざ
る
に
而
も
為
る
こ
と
な
し
。
是
の

故
に
財
を
用
う
る
に
費
や
さ
ず
、
民
の
徳
は
労
せ
ず
し
て
其
の
利

を
興
す
こ
と
多
し
。
」
と
い
う
よ
う
に
、
実
用
を
少
し
で
も
超
え

た
も
の
は
す
べ
て
否
定
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
つ
て
民
衆
の
利
益
を
図

ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
見
る
と
、
　
「
墨
子
」
で
は
節
倹
主
義
が
中
心

思
想
を
な
し
、
そ
れ
．
に
よ
っ
て
民
衆
の
利
益
を
図
ろ
う
と
す
る
意

図
の
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
が
、
さ
て
こ
の
節
倹
主
義
は
果
し

て
本
当
に
民
衆
の
幸
福
と
生
活
の
安
定
の
た
め
の
も
の
な
の
で
あ

ろ
う
か
。
確
か
に
墨
子
の
否
定
す
る
奢
修
は
す
べ
て
支
配
者
層
の

人
間
に
伺
っ
て
の
も
の
で
あ
る
が
、
墨
子
の
思
想
そ
の
も
の
が
尚

賢
、
皇
基
篇
に
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
天
に
よ
つ
て
代
表
さ
れ
る

君
主
の
一
元
支
配
に
よ
る
政
治
形
態
を
求
め
て
い
た
と
す
れ
ば
、

こ
の
節
倹
主
義
も
単
な
る
民
衆
の
利
益
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
と

い
う
以
外
の
所
に
主
眼
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
節
倹
主

義
が
絶
え
ず
富
国
強
兵
の
策
と
並
ん
で
説
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注

§
す
る
必
要
が
あ
る
◎

　
聖
人
、
政
を
一
国
に
為
さ
ば
一
国
倍
す
べ
き
な
り
（
節
用
上
）

　
比
れ
惟
に
民
を
し
て
蚤
ぐ
家
を
処
か
し
む
る
の
み
な
ら
ず
、
而

　
も
以
て
倍
す
べ
き
か
　
　
（
節
用
上
）

こ
の
よ
う
に
「
墨
子
」
が
節
倹
を
唱
え
る
の
は
隔
国
の
富
を
倍
増
．

さ
せ
、
人
口
を
倍
増
さ
せ
て
富
国
強
兵
策
を
唱
え
る
た
め
に
他
な
・

ら
な
い
。
墨
子
は
平
攻
篇
に
よ
っ
て
侵
略
戦
争
を
否
定
し
た
け
れ
「

ど
も
、
七
患
篇
で
は
君
主
が
う
ぬ
ぼ
れ
て
隣
国
へ
の
防
備
を
怠
る

こ
と
を
患
の
一
つ
に
数
え
て
い
る
よ
う
に
、
防
衛
の
た
め
の
軍
備

は
何
ら
否
定
せ
ず
に
、
か
え
っ
て
奨
励
し
て
い
る
よ
う
な
こ
と
に

な
る
。
さ
ら
に
七
患
篇
の
、
外
敵
に
よ
っ
て
国
が
敗
れ
、
凶
ほ
作
に

あ
え
ば
民
が
餌
死
す
る
か
ら
節
約
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
主
張

を
考
え
合
せ
れ
ば
、
節
倹
主
義
が
民
衆
の
利
益
を
図
る
と
い
う
以

外
に
、
入
ロ
倍
増
に
よ
つ
て
富
国
強
兵
の
策
を
取
ろ
う
と
す
る
所

に
、
よ
り
大
き
な
関
心
が
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
さ
ら

に
悉
心
、
尚
同
子
守
の
篇
の
主
張
と
考
え
合
せ
れ
ば
、
墨
子
の
関
心

が
富
国
強
兵
策
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
君
主
の
一
元
支
配
に
よ
る
国

家
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
上
で
民
衆
の
実
利
を
図
ろ
う

と
す
る
の
は
、
生
産
の
担
当
者
で
あ
る
彼
ら
の
生
活
の
安
定
こ
そ

が
先
決
問
題
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
富
国
強
兵
策
の
一
つ
の
手
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段
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
見
て
く
る
と
幅
本
来
民
衆
の
立
場
か
ら
述
べ

ら
れ
て
い
る
「
老
子
」
の
主
張
と
「
墨
早
」
の
思
想
と
は
根
本
的

に
は
相
入
れ
な
い
も
の
で
あ
る
が
，
側
面
に
論
い
て
は
一
つ
の
共

通
点
を
製
す
る
。
糸
瓢
れ
は
前
に
述
べ
た
節
倹
主
義
に
関
し
て
で
あ

る
。
墨
子
は
富
国
強
兵
策
の
手
段
と
し
て
㌔
形
式
上
で
は
あ
る
が

民
衆
の
実
利
を
図
ろ
う
と
し
て
覆
髄
を
否
定
し
、
老
子
も
ま
た
時

代
の
価
値
観
を
否
定
す
る
た
め
に
気
移
を
否
定
し
た
。
た
だ
「
老

子
し
に
は
積
極
的
に
は
節
倹
の
奨
励
は
見
ら
れ
ず
、
節
倹
主
義
と

道
家
の
主
張
と
が
結
び
つ
ぐ
の
は
後
漢
に
至
っ
て
や
席
書
の
奢
修

を
戒
め
る
た
め
に
㌔
道
家
的
表
現
と
墨
家
の
節
倹
主
義
が
用
い
ら

れ
て
か
ら
で
あ
る
。
　
（
張
衡
の
賦
な
ど
に
顕
薯
で
あ
る
。
）
ま
た

こ
れ
ら
の
二
つ
の
主
張
が
結
び
つ
ぐ
必
然
性
は
、
墨
子
が
表
面
上

で
は
あ
る
が
民
衆
の
実
利
を
図
ろ
う
と
し
た
点
に
あ
っ
た
と
い
え

よ
う
。
以
上
の
よ
う
に
ω
の
民
衆
の
実
利
を
図
ろ
う
と
す
る
思
想

は
　
側
面
淀
語
い
て
「
老
子
」
と
の
共
通
点
を
有
し
て
い
た
た
め

に
積
極
的
に
老
子
の
攻
撃
対
象
と
は
な
り
得
な
か
っ
た
。
老
子
が

極
力
攻
撃
の
対
象
と
し
た
の
は
前
に
述
べ
た
㈲
の
強
固
な
君
主
専

制
の
社
会
を
愛
糞
上
げ
よ
う
と
す
る
「
墨
子
」
の
思
想
に
対
し
て

で
あ
る
。
し
ば
ら
ぐ
と
の
思
想
に
つ
い
て
見
て
み
ょ
う
。

　
賢
入
登
用
の
説
は
翁
賢
篇
以
外
に
も
親
士
、
七
言
篇
に
屯
そ
の

主
張
が
あ
夢
曳
そ
れ
ぞ
れ
国
家
の
繁
栄
の
た
め
に
は
賢
人
を
尊
重

す
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い
る
が
、
こ
の
説
は
旧
来
の
貴
族
制
度
を

打
破
し
て
、
才
能
あ
る
人
聞
を
そ
の
能
力
に
応
じ
て
抜
擢
す
る
と

い
う
意
味
で
は
、
新
し
い
注
目
す
べ
き
点
を
有
し
て
い
る
。

◎
農
と
工
騨
と
に
在
す
る
人
と
錐
も
、
能
あ
れ
ば
則
ち
こ
れ
を
挙

　
げ
、
高
く
こ
れ
に
爵
を
与
え
重
く
こ
れ
に
緑
を
与
え
、
こ
れ
に

、
任
ず
る
に
事
庖
，
以
て
し
て
断
じ
て
こ
れ
に
令
を
繕
う
（
尚
賢
上

◎
故
に
宮
に
常
貴
な
く
し
て
民
に
終
賎
な
し
。
品
9
5
あ
れ
ば
則
ち
こ

　
れ
を
挙
げ
、
能
衣
嶺
男
ぱ
則
ち
こ
れ
を
下
す
。
　
　
（
同
）

と
い
う
よ
う
に
広
く
庶
民
に
ま
で
賢
人
を
求
め
、
出
身
に
と
ら
わ

れ
ず
に
能
力
あ
る
も
の
に
均
し
く
機
会
を
与
え
よ
う
と
す
る
と
こ

に
、
旧
来
の
世
鍵
的
な
貴
族
制
度
を
否
定
す
る
革
命
的
な
意
味
が

あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
説
は
民
衆
解
放
を
説
く
も
の
の
よ
う
に

思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
と
て
も
節
倹
主
義
の
場
合
が
そ
う
で
あ
っ
た

よ
う
に
，
民
衆
の
幸
福
を
求
め
て
の
自
由
へ
の
解
放
を
意
味
す
る

も
の
で
は
な
く
、
　
「
そ
れ
賢
を
尚
ぶ
は
政
の
本
な
り
」
と
い
わ
れ

て
い
る
よ
う
に
㌔
富
国
強
兵
、
さ
ら
に
そ
れ
に
連
な
る
君
主
の
一

元
支
配
の
た
め
の
手
段
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
賢
人
を
得
、
節
倹
主
義
に
よ
っ
て
窟
や
払
戻
の
多
き
を
得

た
国
は
い
か
な
る
政
治
形
能
を
取
る
か
が
次
の
問
題
と
な
る
が
㌔

こ
れ
に
つ
い
て
は
尚
同
、
天
志
篇
に
具
体
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る

大
略
を
述
べ
る
な
ら
次
の
よ
う
で
あ
る
。
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古
は
世
が
乱
れ
て
い
て
あ
た
か
臨
禽
獣
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
で
　
　
　
る
主
張
で
あ
る
。
㈲
の
自
他
の
分
別
を
去
ろ
う
と
す
る
兼
愛
主
義

人
々
の
中
か
ら
適
当
な
入
を
選
び
出
し
て
政
治
の
指
導
者
と
し
て
天
歌
は
「
墨
子
」
め
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
つ
げ
ら
れ
る
も
の
な
の
で

　
て
天
子
が
選
ば
れ
た
。
里
に
は
里
の
指
導
者
、
郷
に
は
郷
の
指

　
導
考
㌔
国
に
は
国
の
指
導
者
が
い
て
弩
そ
れ
ら
の
正
義
が
統
一

　
憲
れ
て
国
の
秩
序
が
保
た
れ
幅
さ
ら
に
そ
れ
は
天
子
の
正
義
と

　
　
一
到
し
て
世
界
の
平
和
が
保
た
れ
，
天
子
の
正
義
は
天
の
意
志

　
に
従
う
燃
の
で
あ
る
◎

つ
工
率
瓠
鵜
に
は
，

　
天
膨
天
子
↓
幽
君
↓
郷
長
↓
里
長
↓
民
衆

と
鴇
う
辱
極
め
て
整
然
と
し
た
体
制
が
確
立
す
る
こ
と
と
な
り
、

さ
ら
に
，
　
「
且
つ
悟
れ
義
な
る
臨
の
は
政
な
り
。
下
よ
砂
し
て
上
・
．

を
政
す
煮
と
な
ぐ
，
必
ず
上
よ
夢
し
て
下
を
寵
す
」
　
（
天
志
上
）

鳶
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
馬
民
衆
の
意
見
な
ど
は
全
く
汲
み
取

ら
れ
る
余
地
登
算
ぐ
葱
天
子
の
専
制
的
簸
政
治
へ
と
移
行
す
る
竜

の
で
あ
る
。
つ
襲
夢
墨
子
の
求
め
た
政
治
形
態
は
＝
鶴
で
早
書
的

貴
旗
制
を
打
破
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
，
そ
れ
は
決
し
て
入
民
の

意
志
、
解
放
を
認
め
た
臨
の
で
は
な
く
，
逆
に
天
に
よ
っ
て
代
表

盛
れ
権
威
づ
け
ら
れ
た
君
主
の
専
制
的
政
治
形
態
で
あ
っ
た
と
い

命
こ
と
が
で
糞
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
墨
子
の
節
倹
主
義
も
爾
賢
主
義
も
結
局
は
、

霞
国
強
兵
に
よ
っ
て
築
塗
上
げ
ら
れ
る
君
主
の
絶
対
的
権
威
を
確

立
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
と
、
相
反
す

あ
ろ
う
か
Q
　
「
乱
の
自
り
て
超
こ
る
所
を
察
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず

・
・
…
み
な
相
愛
さ
ざ
る
よ
り
起
こ
れ
り
」
　
（
兼
愛
上
）

と
い
う
よ
う
に
、
兼
愛
説
が
社
会
混
乱
の
原
因
を
人
と
入
が
互
に

愛
し
合
わ
な
い
点
に
あ
る
と
説
き
、
世
界
平
和
の
た
め
に
は
「
入

を
愛
す
る
こ
と
を
勧
め
ざ
る
べ
か
ら
ず
」
　
（
同
）
と
言
っ
て
、
ひ
．

ろ
く
兼
愛
に
よ
る
世
界
平
和
の
理
想
を
揚
げ
た
の
は
、
確
か
に
墨

子
の
特
色
あ
る
一
面
と
し
て
認
め
ら
れ
る
し
、
富
国
強
兵
策
と
は

劉
個
に
唱
え
ら
れ
た
と
亀
考
え
ら
れ
る
が
、
前
に
述
べ
た
①
㈲
が

富
国
強
兵
に
関
連
し
た
電
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
兼
愛
説
亀

①
㈲
と
何
ら
か
の
接
触
点
を
有
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
◎

　
そ
こ
で
兼
愛
の
主
張
は
、
照
影
説
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
町
民

の
面
的
競
争
を
抑
え
る
た
め
に
述
べ
ら
れ
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
◎
筒
賢
篇
は
広
く
傘
入
を
求
め
る
た
め
に
募
集
の
範
囲
を
、

庶
民
に
ま
で
及
ぼ
し
た
が
、
賢
入
当
用
の
方
法
は
富
貴
、
名
誉
を

与
え
る
こ
と
に
重
点
’
が
置
か
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
人
間
の
本
来
的

欲
望
で
あ
る
富
貴
欲
と
名
誉
欲
を
是
認
し
た
こ
と
に
な
り
、
必
然

的
に
入
間
同
志
の
自
由
競
争
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な

れ
ば
現
実
の
世
は
蜜
す
ま
す
混
乱
を
招
く
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
墨

子
は
自
分
の
み
の
利
益
を
図
ろ
う
と
す
る
自
由
競
争
を
抑
え
、
相

利
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
竜
ま
た
利
を
得
る
と
い
う
、
こ
の
兼
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愛
の
説
に
よ
つ
て
そ
の
調
停
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
尚
賢

篇
で
提
出
さ
れ
た
富
貴
、
名
誉
は
出
入
採
用
の
た
め
に
不
可
欠
の

の
手
段
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
積
極
的
に
否
定
す
る
論
は
兼
愛
篇

に
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
「
墨
子
」
が
一
方
で
は
、
兼
愛
篇
に

よ
つ
て
世
界
平
和
を
唱
え
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
方
で
は

自
国
に
賢
人
を
招
き
、
他
国
に
対
す
る
防
備
を
説
い
て
い
る
矛
盾

と
亀
関
連
ず
る
こ
と
で
あ
り
、
兼
愛
の
理
想
が
天
の
意
志
に
か
な

う
も
の
だ
と
し
て
兼
愛
の
権
威
づ
け
を
天
に
帰
ぜ
し
め
て
い
る
弱

点
と
も
な
る
◎
つ
ま
り
兼
愛
篇
は
人
民
の
自
由
競
争
に
よ
る
欲
望

を
麹
え
、
富
を
平
均
に
分
配
す
べ
く
、
自
他
の
区
別
な
く
相
利
し

相
．
愛
す
る
こ
と
を
説
い
た
が
、
積
極
的
に
欲
望
を
否
定
す
る
論
と

は
な
ら
ず
、
現
実
を
遊
離
し
た
理
想
論
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
墨
子
は
人
間
の
欲
望
を
義
、
あ
る
い
は
兼
愛

の
理
想
に
よ
っ
て
調
停
を
図
っ
た
が
、
あ
く
ま
で
こ
れ
は
第
二
義

的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
墨
子
の
求
め
た
も
の
は
富
国
強
兵
に
よ
る

君
主
の
一
元
支
配
に
よ
る
国
家
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
治
者
の
哲

学
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
こ
れ
に
対
し
治
者
階
級
を
脱
落
し
た
老
子
が
、
よ
り
積
極
的
に

墨
子
の
根
底
に
あ
る
欲
望
是
認
の
思
想
を
直
接
的
な
否
定
の
対
象

と
し
た
こ
と
は
充
分
に
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
不
尚
賢
、
使
民
不
争
。
不
貴
難
得
之
貨
、
民
不
為
盗
。
不
見
可

欲
、
民
心
不
乱
。
　
（
第
三
章
）

と
い
う
こ
と
ば
は
、
端
的
に
「
墨
子
」
の
筒
賢
母
に
反
対
を
唱
え
・

る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
艶
紅
の
手
段
と
し
て
墨
子
の
提
示
し
た
、

窟
貴
、
名
誉
へ
の
否
定
で
も
あ
る
◎
墨
子
が
賢
人
を
求
め
る
た
め

に
説
い
た
「
ま
た
必
ず
且
に
こ
れ
を
富
ま
し
こ
れ
を
貴
く
し
、
逸
れ

れ
を
敬
し
こ
れ
を
誉
め
よ
」
　
（
「
尚
賢
上
」
）
と
い
う
説
は
当
然

の
こ
と
な
が
ら
人
民
の
競
争
心
を
あ
語
る
竜
の
で
あ
り
、
こ
の
競

争
心
に
よ
っ
て
重
視
さ
れ
る
富
や
名
誉
の
た
め
に
人
々
は
無
益
な

抗
争
を
く
り
返
し
、
つ
い
に
は
身
を
滅
ぼ
す
臨
の
亀
あ
る
◎
　
「
老

子
」
は
こ
の
よ
う
な
価
値
観
を
非
難
し
欲
望
の
否
定
へ
と
撃
つ
た

の
で
あ
る
◎

　
「
常
使
民
無
知
無
欲
」
　
　
（
三
章
）

　
「
無
欲
以
静
天
下
将
自
正
篇
　
　
（
三
十
七
章
）

　
「
我
無
欲
而
民
望
撲
」
　
　
（
五
十
七
章
）

の
よ
う
に
欲
望
を
徹
底
的
に
否
定
し
、
そ
の
具
体
的
原
因
で
あ
る

財
貨
に
対
し
て
は
「
不
貴
難
得
之
貨
」
　
（
六
十
三
章
）
　
「
難
得
之

貨
令
人
行
妨
」
と
批
判
を
加
え
た
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
不
尚
賢
の
説
を
徹
底
さ
せ
て
学
問
、
聖
人
知
識
の
否
定

も
多
く
見
ら
れ
る
。

　
「
絶
家
無
憂
」
　
　
（
二
十
章
）

　
絹
絶
着
棄
智
、
民
利
百
倍
。
　
・
…
絶
巧
専
掌
、
盗
賊
無
闇
蝿

　
（
十
九
章
）
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’

　
「
民
之
難
治
、
以
群
僚
多
」
　
　
（
六
十
五
章
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
て
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
老
子
と
旦
那
に
こ
の
よ
う

　
「
智
恵
出
獄
大
豊
」
　
　
（
十
八
章
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
共
通
の
基
盤
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
「
漢
書
芸
文
志
」
以
来
庵
揚

等
が
そ
れ
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
朱
が
道
家
の
人
間
と
考
え
ら
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
ま
し
て
，
，
揚

　
以
上
の
よ
う
に
「
老
子
」
の
思
想
は
、
孟
子
の
仁
義
説
に
反
対
す
る
よ
果
の
快
楽
主
義
が
漢
初
に
入
っ
て
か
ら
の
も
の
で
あ
る
鵬
と
い
う

す
る
よ
り
、
よ
り
直
接
的
に
は
墨
手
に
よ
う
ハ
て
」
提
唱
さ
れ
た
治

者
階
級
の
た
め
の
社
会
！
よ
り
具
体
的
に
は
富
国
強
兵
の
手
段
と

ざ
れ
た
、
尚
賢
説
及
び
そ
れ
に
伴
な
う
入
間
の
富
貴
欲
、
名
誉
欲

…
を
否
定
し
、
新
た
な
価
値
体
系
を
築
き
上
げ
る
た
め
に
唱
え
ら

れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
次
に
は
縁
懸
と
の
関
係
に
つ
い
て
一
言
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

い
が
、
揚
朱
の
思
想
と
老
子
と
は
根
本
的
に
対
立
す
る
も
の
で
は

な
い
か
ら
、
そ
の
影
響
は
大
き
な
も
の
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
揚
朱

．
の
思
想
は
∂
悪
為
　
我
…
叢
山
肥
｛
楽
「
主
義
製
呼
ば
れ
る
電
ゐ
で
あ
げ
漁
社
剛

会
に
背
を
向
け
て
自
己
の
快
楽
の
み
を
求
め
て
隠
者
的
叢
生
活
を
送
る
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

送
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
一
而
で
は
積
極
的
に
官
能
の
欲
　
　
　
　
　
　

四
　
結
　
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

望
を
肯
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
老
子
の
欲
望
の
否
定
と
は
ま
つ
こ
　
　
　
　
老
子
は
墨
子
と
い
う
具
体
的
攻
撃
対
象
を
得
て
，
墨
子
に
よ
つ

う
か
ら
対
立
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
が
、
両
者
は
と
毛
に
世
俗
を
　
　
　
て
形
づ
く
ら
れ
て
い
た
当
時
の
風
潮
を
否
定
し
、
新
た
な
価
値
体

否
定
し
て
、
社
会
秩
序
か
ら
個
人
の
解
放
を
求
め
た
も
の
で
あ
っ
　
　
　
体
系
を
築
き
上
げ
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
新
た
な
価
値
体
系
の
究

た
の
で
基
本
的
な
立
場
は
一
致
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
か
　
　
　
極
の
姿
が
、
道
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
◎

ら
老
子
も
そ
の
欲
望
の
否
定
の
論
は
直
接
的
に
揚
朱
か
ら
受
け
た
　
　
　
　
道
可
道
書
常
道
。
　
　
（
第
一
章
）

も
の
で
は
な
く
、
対
世
俗
と
い
う
意
識
に
よ
っ
て
墨
子
を
対
象
と
　
　
　
と
い
う
冒
頭
の
言
葉
こ
そ
が
、
既
成
の
価
値
観
を
否
定
し
て
新
た

最
近
の
説
を
認
め
る
と
す
れ
ば
、
揚
朱
本
来
の
思
想
は
為
我
主
義

の
み
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
老
子
と
の
対
立
点
は
全
ぐ
な
い
と
言

っ
て
よ
い
。
こ
の
よ
う
な
訳
で
老
子
は
揚
朱
に
そ
れ
ほ
ど
の
影
響

を
受
け
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
◎

　
揚
朱
の
立
場
は
老
子
と
同
様
に
，
社
会
秩
序
を
否
定
し
て
個
入

の
解
放
を
説
く
も
の
で
は
あ
る
が
、
揚
朱
が
こ
の
こ
と
か
ら
次
第

に
社
会
に
背
を
向
け
て
、
自
己
の
み
の
隠
者
的
生
活
に
向
つ
た
の

に
対
し
、
老
子
が
現
実
に
鋭
い
関
心
を
持
ち
な
が
ら
、
新
た
な
価

値
体
系
を
築
い
て
行
っ
た
と
こ
ろ
に
、
両
者
の
差
異
，
さ
ら
に
老

子
の
特
色
が
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
◎
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な
価
値
観
を
築
こ
う
と
す
る
老
子
の
立
場
の
宣
言
で
あ
っ
た
。
「
老

子
」
に
お
け
る
道
の
内
容
に
つ
い
て
は
先
達
の
す
ぐ
れ
た
研
究
が

あ
る
。
こ
れ
ら
に
従
い
つ
つ
概
略
を
述
べ
る
な
ら
、
次
の
よ
う
に
幾

な
る
。

㌦
ω
存
在
と
し
て
は
万
物
の
根
源
的
存
在
で
あ
る
。

　
◎
道
者
万
物
之
奥
、
善
人
上
宝
、
不
善
人
所
保
。
　
ハ
去
十
二
章
）

　
㈲
作
用
と
し
て
は
万
物
を
生
じ
、
存
立
さ
せ
る
所
所
の
理
で
あ

　
　
る
。

　
◎
道
生
一
、
　
一
生
二
、
二
生
三
、
三
生
万
物
。
　
（
四
十
二
章
）

　
◎
万
物
得
一
三
生
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
十
九
章
）

　
③
状
態
と
し
そ
は
超
感
覚
的
な
混
　
で
あ
る
。

　
◎
視
之
不
見
、
名
罠
夷
◎
聴
警
守
聞
野
業
藷
布
。
搏
之
不
得
、

　
　
名
日
微
。
比
三
者
不
可
致
詰
。
故
混
而
為
一
。
　
（
十
四
章
）

　
◎
道
之
為
物
、
惟
　
悦
惟
惚
。
惚
を
胱
を
。
其
中
有
象
。

　
　
胱
岡
惚
金
。
其
中
有
象
（
二
十
一
章
）
　
　
　
　
　
，
豚

　
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
る
な
ら
鬼
道
は
万
物
の
根
源
に
あ
っ
て
万
物

を
存
立
さ
せ
る
、
絶
対
的
主
宰
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て

こ
の
よ
う
な
道
の
概
念
は
単
に
論
理
の
上
で
の
み
導
き
出
さ
れ
る
本

電
の
で
は
あ
る
ま
い
。

　
こ
こ
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
前
に
述
べ
た
民
衆
の

処
世
術
に
つ
い
て
で
あ
る
。
民
衆
の
諦
念
的
な
弱
者
の
処
世
術
は
、

L
老
子
と
い
う
知
的
蔵
入
の
出
現
に
よ
つ
て
自
己
揚
棄
の
立
場
に
ま
て

で
高
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
自
己
を
、
未
発
の
、
し
か
も
・

あ
ら
ゆ
る
も
の
へ
の
変
化
を
有
し
て
い
る
状
態
と
同
一
化
す
る
こ

と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
民
衆
の
処
世
術
か
ら
老
子
の
出
現
に

よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
、
〃
あ
ら
ゆ
る
も
の
へ
の
変
化
の
契
機
を
有
し

し
な
が
ら
も
、
未
発
の
状
態
に
あ
る
も
の
の
位
置
に
ま
で
自
己
を

戻
す
こ
と
〃
と
い
う
概
念
を
、
老
子
は
自
己
の
道
の
概
念
形
成
に

適
応
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
老
子
の
出
現
に
よ
っ
て
高
め
ら
れ

た
民
衆
の
処
世
の
概
念
を
、
老
子
は
㌔
自
己
の
世
俗
観
の
否
定
の
’

後
に
再
び
適
応
し
て
道
の
概
念
を
形
成
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意

味
で
道
は
よ
り
包
括
的
な
よ
り
普
遍
的
な
意
味
を
有
す
る
こ
と
に
㌦

な
る
。
具
体
的
に
定
義
つ
げ
る
な
ら
、
〃
現
象
の
す
べ
て
を
そ
の

発
生
の
基
盤
に
’
ま
で
引
き
戻
し
、
そ
こ
を
安
住
の
場
と
す
る
こ
と
〃

が
道
と
一
体
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
民
衆
の
処
世
術
と
老
子
の
世
俗
否
定
論
は
、

互
に
密
接
な
関
連
を
持
ち
な
が
ら
、
究
極
に
そ
れ
ら
を
包
括
す
る

道
の
概
念
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
◎
民
衆
の
処
世
術
が
自
己
揚
糟

棄
の
立
場
に
ま
で
高
め
ら
れ
た
の
は
、
墨
子
を
攻
撃
の
中
心
と
す

る
老
子
の
世
俗
否
定
の
論
で
あ
り
、
老
子
の
世
俗
否
定
が
道
の
概

念
に
ま
で
高
め
ら
れ
た
の
は
、
民
衆
の
自
己
揚
棄
の
哲
学
を
基
盤

と
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
「
老
子
」
の
哲
学
は
被
治
者

た
る
民
衆
の
思
想
に
そ
の
基
盤
を
置
い
て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば

叢
ら
な
い
◎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昭
和
四
十
八
年
幅
月
稿

清
宮
剛
　
仙
台
市
鉄
砲
町
一
四
一
松
原
方
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