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『
老
子
道
徳
経
會
元
L
⌒
以
下
、
『
老
子
會
元
』
と
略
す
）
は
、
寛
文
七
年
二
六
六
七
）
に
伊
勢
菰
野
藩
の
儒
医
三
宅
元
眠
が
上
梓
し

た
「
老
子
』
註
で
あ
る
、
こ
の
書
は
、
元
眠
の
著
す
「
叙
」
に
よ
れ
ば
、
か
つ
て
京
都
の
饗
庭
東
庵
の
も
と
に
学
ん
だ
際
、
そ
の
『
老

子
L
講
義
に
感
銘
し
、
こ
れ
を
写
し
て
さ
ら
に
自
註
を
加
え
た
と
い
う
、
上
梓
に
際
し
て
は
、
師
で
あ
る
東
庵
の
校
閲
を
経
た
と
も
記
す

か
ら
、
殆
ど
師
弟
の
合
作
と
い
っ
て
よ
い
．

　

「
老
子
」
の
本
朝
へ
の
伝
来
は
、
す
で
に
藤
原
佐
世
『
日
本
国
見
在
書
日
録
』
に
河
上
公
註
『
老
子
』
や
王
弼
註
な
ど
が
見
え
、
鎌
倉

時
代
五
山
僧
の
著
述
に
も
頻
繁
に
経
文
が
引
用
さ
れ
る
こ
と
か
ら
〔
王
迫
著
【
．
日
本
に
お
け
る
老
荘
思
想
の
受
容
』
）
、
平
安
時
代
末
頃
に

は
比
較
的
広
く
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
、
し
か
し
、
そ
の
殆
ど
は
中
国
歴
代
の
註
に
よ
る
も
の
で
、
古
く
は
河
上
公
註
、
鎌
倉

時
代
に
な
っ
て
林
希
逸
『
老
子
盧
斎
口
義
』
（
以
下
、
『
老
子
口
義
』
と
略
す
）
が
広
く
行
わ
れ
て
い
た
・
当
時
の
『
老
子
＝
受
容
が
か
な

り
偏
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
．
．
こ
の
傾
向
は
か
な
り
永
く
続
き
、
江
戸
期
に
入
っ
て
か
ら
、
沢
庵
禅
師
（
宗
彰
）
＝
．
老
子

二
宅
元
班
『
老
子
道
徳
経
曾
元
」
提
要

一
九
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第
．

講
話
』
、
林
羅
山
「
老
了
抄
解
』
な
ビ
本
朝
学
者
の
解
釈
が
出
る
ま
で
、
禅
林
∴
字
林
で
行
わ
れ
て
い
た　

江
戸
中
期
以
降
、
多
く
の
学

者
に
よ
る
「
老
子
』
註
や
宇
佐
美
鷲
水
に
よ
る
王
弼
註
が
出
る
に
至
る
．

　

一
老
子
會
元
」
は
、
そ
の
初
期
に
出
さ
れ
た
「
老
子
』
書
の
中
で
も
、　

．
老
子
』
全
文
に
註
を
付
し
た
こ
と
、
そ
れ
が
本
朝
学
者
の
手

に
な
る
こ
と
か
ら
称
す
れ
ば
、
前
例
の
な
い
著
述
で
あ
っ
た
と
い
え
る
．

　

元
眠
は
そ
の
「
叙
」
で
、
「
淡
乎
－
グ
こ
て
臆
を
噌
む
が
如
く
、
衆
口
の
よ
く
騨
す
る
と
こ
ろ
に
あ
ら
ず
」
と
い
い
、
『
老
子
＝
本
文
の
難

解
な
こ
と
を
記
し
て
い
る
．
と
こ
ろ
が
「
幸
に
し
て
饗
庭
先
生
の
箋
の
明
ら
か
な
る
を
承
け
、
宗
元
を
統
会
し
」
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
書

を
出
し
た
と
い
う
．
つ
ま
り　

老
子
』
を
分
り
易
く
解
釈
し
た
と
こ
ろ
に
こ
の
書
の
も
つ
特
徴
が
あ
る
、
そ
の
特
徴
の
一
つ
が
、
「
凡
例
」

に
示
さ
れ
る
［
，
章
を
も
っ
て
章
を
証
す
」
る
方
法
で
あ
る
．
『
老
子
』
八
十
一
章
そ
れ
ぞ
れ
に
、
そ
の
章
の
述
べ
る
大
要
を
付
し
て
読
者

に
供
す　

そ
の
説
は
、
一
．
章
よ
り
八
十
一
章
に
及
ぶ
ま
で
、
全
て
前
章
の
意
を
承
け
て
次
章
が
記
さ
れ
る
と
す
る
、
前
章
を
も
っ
て
次
章

が
証
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る

　

元
眠
の
註
は
、
諸
書
に
記
さ
れ
る
類
語
を
引
用
し
て
東
庵
の
註
を
補
う

　

ま
た
迄
義
の
不
明
な
と
こ
ろ
を
校
勘
し
て
、
意
を
通
じ
て
い
る
．
こ
れ
な
ど
は
本
朝
学
者
が
行
っ
た
初
期
の
「
老
子
一
書
の
原
典
批
判

と
い
・
、
ー
こ
と
に
な
ろ
う

　

以
下
、
本
書
刊
行
時
の
状
況
な
ど
か
ら
、
東
庵
・
元
眠
の
思
想
的
基
盤
な
ど
を
考
え
て
み
る
。

　

な
お
、
「
老
子
曾
一
匹
の
引
用
に
当
っ
て
は
、
原
文
に
付
さ
れ
た
訓
点
の
ま
ま
書
き
下
し
文
に
し
た
、
東
庵
・
．
兀
眠
の
意
を
そ
の
ま
ま

伝
え
ら
れ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
．



　
　

老
．
±
に
は
多
く
の
註
が
あ
る
．
明
の
焦
拡
は
そ
の
中
の
主
要
な
註
を
用
い
て
『
老
子
翼
』
を
編
ん
だ
が
、
六
十
種
に
及
ぶ
採
書
の

中
に
は
、
『
韓
非
子
』
解
老
・
喩
老
両
篇
、
あ
る
い
は
『
北
山
集
』
に
侠
文
と
し
て
残
る
程
倶
の
『
老
子
論
』
な
ど
の
よ
う
に
、
僅
か
に

残
さ
れ
た
、
．
老
子
」
本
文
を
用
い
て
、
校
勘
の
資
と
し
た
文
献
も
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
、
全
て
が
註
釈
書
と
L
て
書
か
れ
た
も
の
と
は
い

え
な
い
も
の
の
、
可
能
な
限
り
の
文
献
を
渉
猟
し
た
明
代
学
者
の
執
念
を
感
じ
さ
せ
る
著
作
で
あ
る
．
近
代
に
至
っ
て
は
厳
霊
峯
に
よ
る

＝
無
求
備
斎
老
子
集
成
』
（
初
集
・
続
集
）
の
よ
う
に
一
七
八
篇
を
網
羅
し
た
総
集
も
あ
る
．
さ
ら
に
最
近
に
至
っ
て
、
中
国
か
ら
は
「
老

子
集
成
」
と
し
て
、
二
六
五
篇
を
集
め
た
出
版
物
さ
え
あ
る
・
こ
の
中
に
は
、
『
郭
店
楚
簡
老
子
』
や
『
馬
王
堆
吊
書
老
子
』
甲
乙
両
篇

な
ど
、
近
年
の
出
±
資
料
も
含
ま
れ
る
，
い
ず
れ
も
註
釈
以
外
に
校
勘
資
料
と
な
る
文
献
で
あ
る
が
、
本
文
自
体
が
五
千
字
程
の
経
文
で

あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
や
は
り
註
釈
・
校
勘
と
り
ま
ぜ
て
そ
の
種
類
の
多
い
こ
と
に
気
づ
く
、

　

一
方
、
ホ
ル
ム
ス
ー
ー
ウ
ニ
ル
チ
一
【
三
己
c
㏄
≦
戊
一
｝
は
、
外
国
語
（
欧
米
語
）
に
訳
さ
れ
た
『
老
子
』
の
多
彩
な
訳
に
ふ
れ
、
お
そ
ら
く
各

国
語
訳
の
詰
王
書
』
に
次
ぐ
と
い
う
か
ら
（
，
、
；
三
⊃
，
己
　
］
，
汀
℃
自
9
這
亀
こ
完
≦
四
く
、
一
口
零
）
、
こ
れ
も
か
な
り
の
数
に
の
ぼ
る
．

　

註
釈
や
訳
が
多
様
性
を
も
つ
の
は
、
こ
の
書
が
ど
の
よ
う
に
も
解
釈
で
き
る
こ
と
を
示
す
．
そ
れ
は
、
一
章
一
句
が
極
め
て
短
い
文
章

か
ら
成
立
し
て
い
る
こ
と
、
内
容
が
言
葉
の
解
釈
だ
け
で
は
理
解
で
き
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
は
謎
字
的
な
語
（
玄
・
谷
神
・
抱
一
な
ど　

が
あ
る
こ
ヒ
が
原
因
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
．
ウ
ェ
ル
チ
が
い
う
よ
う
に
、
『
老
子
』
が
欧
米
各
国
語
に
多
く
訳
さ
れ
る
の
も
、
こ
の

書
が
欧
米
的
な
価
値
観
に
も
通
ず
る
普
遍
的
な
原
理
を
説
く
と
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
よ
る
、

　

シ
、
」
て
、
本
邦
に
お
い
て
は
、
江
戸
時
代
に
入
っ
て
独
自
の
『
老
子
』
註
釈
を
多
数
生
む
が
、
そ
れ
以
前
の
「
老
子
』
理
解
は
、
殆
ど
中

’L
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国
の
註
釈
に
よ
っ
て
い
た
．
武
内
義
雄
・
王
迫
な
ど
の
指
摘
に
よ
れ
ば
鎌
倉
・
室
町
期
の
『
老
子
』
は
河
上
公
註
が
主
で
あ
っ
た
、
周
知

の
よ
う
に
、
河
上
公
註
は
漢
の
文
帝
の
時
、
河
上
公
な
る
も
の
の
手
に
な
っ
た
と
称
さ
れ
る
が
、
実
際
に
は
三
国
か
ら
六
朝
に
か
け
て
の

作
と
考
え
ら
れ
て
い
る
．
そ
の
註
の
特
徴
は
、
『
老
子
』
の
養
生
的
理
解
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
後
に
「
老
子
」
解
釈
の
主
流
と

な
る
王
弼
註
と
は
大
き
な
違
い
を
見
せ
る

　

た
だ
し
、
河
上
公
註
が
広
く
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
と
、
医
師
で
あ
っ
た
饗
庭
東
庵
の
講
説
、
同
じ
く
医
師
三
宅
元
眠
の
補
註
に
も
と
つ

く
＝
老
了
倉
元
」
の
思
想
的
立
場
と
は
あ
ま
り
関
係
は
な
い
よ
う
で
あ
る
．
そ
れ
と
い
う
の
も
、
既
に
記
し
た
よ
う
に
東
庵
の
立
場
は

一
章
を
も
っ
て
章
を
証
す
」
る
理
解
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
河
上
公
註
を
意
識
し
た
註
で
は
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
元
限
の
補
註
も
諸
書
に

記
シ
、
・
れ
た
類
語
を
用
う
る
か
ら
、
こ
れ
も
直
接
に
は
河
上
公
註
と
関
わ
ら
な
い
．
実
際
、
元
眠
の
註
は
、
経
史
子
集
多
様
な
書
籍
か
ら
の

引
用
で
あ
り
、
殊
に
四
書
な
ど
か
ら
の
引
用
が
雑
る
の
は
、
］
般
的
な
「
道
」
の
理
解
を
求
め
た
も
の
で
、
医
方
修
得
の
書
と
し
て
理
解

し
よ
う
と
し
た
の
て
は
な
い
こ
と
を
示
す
と
考
え
て
よ
い
、
元
限
の
「
叙
」
の
最
後
に
、
「
癒
為
道
徳
初
入
之
一
助
」
と
あ
る
の
は
、
畢

寛
こ
の
こ
と
を
意
図
し
た
と
み
ら
れ
る　

た
だ
し
『
黄
帝
内
経
』
素
問
・
霊
枢
な
ど
が
引
か
れ
る
の
は
、
東
庵
の
医
師
と
し
て
の
立
場
を

示
し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
．
・

　

周
知
の
よ
う
に
、
当
時
の
医
師
の
基
本
的
素
養
は
漢
学
に
あ
り
、
そ
の
漢
学
の
主
流
は
朱
子
学
に
あ
っ
た
．
こ
れ
は
江
戸
初
期
の
藤
原

慢
窩
，
林
羅
山
に
よ
っ
て
興
シ
↓
」
れ
た
幕
府
の
官
学
と
し
て
の
位
置
づ
け
に
よ
る
．
．
そ
し
て
そ
の
主
張
と
し
て
の
「
格
物
窮
理
」
は
、
も
の

の
理
を
窮
め
る
と
こ
ろ
に
あ
る
・
そ
の
理
は
、
も
の
あ
る
い
は
も
の
ご
と
の
存
在
原
因
、
そ
う
あ
る
べ
き
原
理
を
い
う
か
ら
、
当
然
自
然

科
学
的
な
原
因
の
探
求
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
、

　

当
時
の
医
制
は
、
特
に
免
許
も
な
く
誰
で
も
自
由
に
医
師
に
な
る
こ
と
が
で
き
た　

た
だ
医
術
を
修
得
す
る
た
め
に
医
師
に
弟
子
と
し

て
入
り
、
そ
こ
で
経
験
を
積
み
、
師
匠
の
許
し
を
得
て
か
ら
独
立
す
る
．
特
に
江
戸
初
期
の
医
方
は
漢
方
医
術
だ
け
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ



の
徒
弟
制
に
よ
る
医
術
の
修
得
が
全
て
で
あ
り
、
師
匠
も
信
用
の
失
墜
を
恐
れ
て
、
相
当
の
技
術
を
身
に
つ
け
る
ま
で
は
独
立
を
許
さ
な

か
っ
た
．
．
医
術
と
い
っ
て
も
、
本
道
と
称
さ
れ
た
内
科
は
、
症
状
を
診
て
適
す
る
薬
を
調
合
す
る
の
が
殆
ど
で
あ
り
、
こ
の
際
に
用
い
ら

れ
た
の
が
漢
方
医
方
と
本
草
学
で
あ
る
．
医
師
は
本
草
書
と
経
験
に
よ
り
な
が
ら
処
方
す
る
、
、
当
然
漢
学
に
通
ず
る
必
要
が
あ
っ
た　

逆

に
生
活
を
維
持
す
る
た
め
に
漢
学
者
が
医
師
と
な
る
こ
と
も
少
な
く
な
く
な
か
っ
た
．
、
こ
の
場
合
は
儒
医
と
称
さ
れ
た
が
、
医
に
よ
っ
て

利
を
求
め
る
こ
と
に
儒
者
の
反
発
も
強
か
っ
た
．
．
し
か
し
、
漢
方
医
学
の
文
献
を
正
確
に
読
み
こ
な
す
力
は
群
を
抜
い
て
お
り
、
漢
方
理

論
書
か
ら
の
知
識
に
も
長
け
て
い
た
．
元
眠
の
師
饗
庭
東
庵
は
、
ま
さ
し
く
こ
う
し
た
儒
医
の
一
人
で
あ
り
、
『
黄
帝
内
経
』
二
篇
（
素

問
．
霊
枢
）
に
通
じ
た　

殊
に
中
国
最
古
の
病
理
書
と
さ
れ
る
『
黄
帝
内
経
素
問
』
に
つ
い
て
は
、
「
重
校
補
註
素
問
玄
機
原
病
式
』
を

著
し
て
い
る　

こ
れ
は
金
の
劉
宗
素
の
『
素
問
玄
機
原
病
式
」
を
校
訂
し
註
を
補
っ
た
も
の
．
「
素
問
』
が
疾
病
の
判
断
と
す
る
五
運
六

気
（
五
臓
の
肝
．
．
心
．
脾
．
肺
．
腎
と
風
・
熱
・
湿
・
火
・
燥
・
寒
の
六
気
）
の
諸
症
状
を
論
説
し
た
も
の
で
、
江
戸
時
代
初
期
に
は
か

な
り
医
家
の
問
で
用
い
ら
れ
た　

東
庵
は
、
『
黄
帝
内
経
』
に
も
と
つ
く
病
理
診
断
に
長
じ
て
い
た
よ
う
で
、
後
に
素
霊
（
素
問
・
霊
枢
〉

派
と
称
さ
れ
＝
家
を
形
成
す
る
．
．
し
か
し
、
気
論
や
陰
陽
説
五
行
説
に
も
と
つ
く
疾
病
の
理
解
は
、
恣
意
的
な
解
釈
に
陥
り
易
く
、
理
論

と
し
て
の
整
合
性
は
と
も
あ
れ
、
そ
の
実
効
性
に
つ
い
て
は
判
然
と
し
な
い
。

　

漢
方
医
学
は
、
病
症
の
解
釈
と
薬
方
の
解
釈
の
一
致
点
を
見
出
す
と
こ
ろ
に
奥
義
が
あ
る
．
・
こ
れ
は
経
験
の
集
積
に
よ
る
症
例
の
断
定

と
、
症
例
に
も
と
つ
く
調
薬
が
一
致
し
た
と
き
に
効
果
を
あ
げ
る
が
、
病
理
そ
の
も
の
が
五
行
説
に
よ
る
五
臓
観
、
寒
気
熱
気
な
ど
に
よ

る
原
因
説
に
よ
る
か
ら
、
実
際
の
病
原
で
は
な
く
、
い
わ
ば
仮
の
病
原
を
想
定
し
て
、
対
症
的
処
方
す
な
わ
ち
調
薬
を
施
す
こ
と
に
な
る
、

医
書
だ
け　

．
s
は
な
く
、
本
草
書
に
も
通
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
”
、

　

東
庵
が
医
道
に
志
し
た
理
由
は
不
明
で
あ
る
、
し
か
し
、
医
師
と
し
て
の
東
庵
は
、
『
素
問　

に
も
と
つ
く
医
書
の
校
訂
補
註
を
行
っ

て
い
る
．
医
と
儒
は
、
済
民
あ
る
い
は
仁
を
均
し
く
す
る
、
東
庵
の
意
識
は
こ
の
あ
た
り
に
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
、
こ
の
意
識
が
如

一
宅
元
現
一
老
了
道
徳
経
禽
兀
一
提
要
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実
に
あ
ら
わ
れ
た
の
が
、
「
叙
」
に
「
そ
の
（
道
徳
の
）
功
は
、
こ
れ
を
天
下
国
家
万
世
に
寿
し
く
す
る
も
の
浅
か
ら
ず
」
⌒
『
老
子
』
の

説
く
道
徳
の
功
用
は
、
国
家
を
万
世
に
ま
デ
、
永
続
さ
せ
る
こ
と
少
な
か
ら
ず
）
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
．
こ
れ
は
ま
さ
に
儒
者
の
も
つ
国

家
統
治
の
観
点
か
ら
の
言
説
で
あ
ろ
う
．
こ
の
「
叙
」
は
三
宅
元
眠
の
「
叙
」
で
あ
る
が
、
し
か
し
『
老
子
會
元
」
は
東
庵
と
元
眠
の
一

体
性
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
か
ら
東
庵
も
全
く
同
じ
立
場
で
講
説
し
た
と
考
え
て
よ
い
、
儒
者
の
立
場
を
鮮
明
に
あ
ら
わ
し
た
も
の

と
い
・
え
る
、

　

と
こ
ろ
で
、
『
老
子
」
の
理
解
に
つ
い
て
い
え
ば
、
河
上
公
註
は
養
生
を
主
と
し
た
註
と
先
に
記
し
て
お
い
た
．
し
か
し
な
が
ら
、
そ

れ
は
河
上
公
註
の
成
立
状
況
に
も
関
わ
る
問
題
と
な
る
が
、
河
上
公
註
の
中
に
は
聖
王
の
あ
り
方
や
統
治
の
方
法
に
つ
い
て
論
ず
る
と
こ

ろ
が
少
な
く
な
い
．
周
知
の
よ
・
つ
に
、
「
．
老
子
」
中
に
は
治
国
に
関
わ
る
言
説
が
多
く
あ
る
．
い
ず
れ
も
無
為
・
柔
弱
を
基
調
と
し
た
治

法
と
し
て
記
さ
れ
る
が
、
河
上
公
註
の
特
徴
は
、
こ
れ
ら
治
国
を
治
身
、
す
な
わ
り
養
生
・
養
身
と
み
る
と
こ
ろ
に
あ
る
．
．
元
限
が
「
叙
」

で
記
す
一
天
下
国
家
万
世
に
寿
し
く
す
る
」
と
い
う
の
は
、
『
老
子
」
本
文
の
こ
う
し
た
部
分
を
指
す
の
で
あ
ろ
う　

さ
ら
に
い
え
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

テ
へ

「
夫
れ
こ
の
為
す
こ
と
無
く
し
て
自
ら
然
る
が
故
に
、
常
に
久
し
く
し
て
変
ぜ
ず
。
身
を
没
す
る
ま
で
殆
う
か
ら
ず
．
、
往
古
の
聖
人
は
自

性
の
聖
経
を
も
っ
て
教
え
を
垂
る
．
挙
げ
て
こ
の
心
を
宗
と
す
，
、
こ
こ
を
も
っ
て
釈
李
孔
聖
は
並
に
作
っ
て
、
仏
あ
り
道
あ
り
儒
あ
り
．

皆
な
天
命
を
佐
け
て
も
っ
て
そ
の
性
に
復
せ
し
む
。
こ
れ
す
な
わ
ち
同
じ
く
出
で
名
は
異
な
る
も
、
そ
の
旨
は
一
つ
な
り
」
二
叙
」
）
と
。

要
す
る
に
釈
氏
も
道
家
も
儒
家
も
、
も
と
は
み
な
同
二
名
が
異
な
る
だ
け
と
い
う
、
三
教
一
致
と
い
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
釈
氏
の
い

う
空
、
老
子
の
い
う
無
為
に
よ
っ
て
、
人
の
本
性
に
復
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
は
ど
う
で
あ
ろ
う
．

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
元
眠
は
一
般
的
な
理
解
の
た
め
に
こ
の
書
を
ま
と
め
た
よ
う
で
あ
る
．
．
そ
れ
は
「
叙
」
の
末
尾
に
「
道
徳
初
入
の

一
助
と
な
す
一
と
あ
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
．
、
そ
し
て
、
そ
の
「
道
徳
」
す
な
わ
ち
道
の
功
用
と
し
て
「
天
下
国
家
万
世
に
寿
し

く
す
る
」
政
術
が
説
か
れ
る
と
考
え
て
い
た
．
．



二

圃
　

「
．
老
子
＝
註
の
特
徴
を
見
る
上
で
、
道
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
の
か
を
知
る
の
は
、
基
本
的
要
件
で
あ
る
、
こ
こ
で
も
最
初
に

東
庵
二
兀
撮
の
道
の
解
釈
を
見
て
み
る
、

　

い
・
つ
ま
で
も
な
く
、
『
老
子
一
第
一
章
が
道
の
様
態
を
記
し
た
部
分
と
し
て
名
高
い
が
、
東
庵
は
こ
の
一
章
を
「
此
の
章
は
道
を
要
む

る
の
用
、
有
無
一
元
の
理
を
言
う
」
と
位
置
づ
け
、
道
を
得
る
功
用
を
い
い
、
有
と
無
が
同
一
の
道
よ
り
出
る
こ
と
を
い
う
と

道
可
道
非
常
道
、
名
可
名
非
常
名
．

謂
之
玄
、
玄
之
又
玄
、
衆
妙
之
門
．
、

無
名
天
地
始
、
有
名
萬
物
母
、
常
無
欲
観
其
妙
、
常
有
欲
観
其
傲
、
此
雨
者
同
出
而
異
名
、
同

　

さ
て
こ
の
一
章
は
、
「
老
子
』
の
い
う
道
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
を
説
く　

冒
頭
の
章
で
あ
る
が
、

註
を
ま
と
め
て
記
し
て
お
く
⌒
原
文
は
一
句
ご
と
に
付
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
便
宜
上
ま
と
め
て
記
す
）
．

こ
れ
に
付
し
た
東
庵
の

そ
の
道
を
道
と
す
る
は
則
わ
ち
道
亡
ぶ
．
．
為
す
こ
と
無
く
し
て
自
然
に
法
る
、
す
な
わ
ち
道
は
行
わ
る
、
常
の
道
は
為
す
こ
と
な
く

し
て
能
く
成
る
．
義
は
上
に
詳
ら
か
な
り
．
一
名
は
道
の
義
、
道
の
本
体
は
名
な
く
し
て
物
た
れ
ば
、
何
ぞ
道
と
い
う
こ
と
か
こ
れ
在

ら
ん　

常
の
名
は
道
な
り　

太
虚
い
ま
だ
発
せ
ざ
る
を
謂
う
．
天
地
は
太
虚
よ
り
し
て
生
ず
、
故
に
天
地
の
始
は
無
名
な
り
、
萬
物

．
．
一
い
工
一
兀
一
墳　

『
＝
巳
．
←
・
｝
旦
徳
ぬ
経
ぶ
留
…
兀
』　

提
．
要

．
／
1
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は
天
地
よ
り
し
て
生
ず
、
故
に
い
う
、
有
名
は
萬
物
の
母
と
、
母
と
は
い
わ
ゆ
る
生
の
元
な
り
．
…
…
無
名
に
当
る
は
未
発
無
為
の

大
道
な
り
、
妙
は
幽
妙
、
い
わ
ゆ
る
天
地
の
義
。
常
に
欲
な
く
し
て
虚
静
を
致
す
の
謂
な
り
、
乃
ち
大
道
な
り
。
有
名
に
中
る
は
已

発
中
節
の
天
地
な
り
．
、
徹
は
ま
さ
に
微
に
作
る
べ
し
。
疑
ら
く
は
伝
写
の
誤
り
な
ら
ん
，
微
は
微
塵
、
い
わ
ゆ
る
萬
物
の
義
な
り
．
、

　

…
（
以
下
略
す
）

　

こ
の
解
釈
を
も
う
少
し
分
り
易
く
書
く
と
、
『
老
子
』
が
い
う
「
道
の
道
と
す
べ
き
は
常
の
道
に
あ
ら
ず
、
名
の
名
と
す
べ
き
は
常
の

名
に
あ
ら
ず
」
と
は
、
今
日
で
は
、
道
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
は
不
変
の
道
で
は
な
い
、
こ
と
ば
・
文
字
と
し
て
表
現
で
き
る
も
の
も
不

変
の
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
意
味
で
理
解
さ
れ
る　

魏
の
王
弼
は
、
こ
れ
を
「
事
を
指
し
て
形
を
造
る
」
と
註
す
．
も
の
ご
と
・
事
象

を
概
念
化
し
て
形
体
を
作
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
と
い
う
．
そ
れ
は
不
変
の
道
、
不
変
の
名
称
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
．

現
代
的
に
は
儒
教
と
そ
の
説
く
と
こ
ろ
の
仁
・
義
な
ど
を
指
す
と
も
い
う
、

　

東
庵
は
こ
れ
を
、
「
老
丁
＝
の
い
う
道
を
道
と
し
て
理
解
し
て
し
ま
え
ば
、
「
道
」
で
は
な
く
な
る
（
道
亡
ぶ
二
無
為
と
い
う
こ
と
は

自
然
の
法
則
に
法
る
こ
と
だ
、
そ
の
よ
う
に
す
れ
ば
自
然
と
道
は
行
わ
れ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
王
弼
が
認
識
論
的
な
表
現
を
す
る
の

に
対
し
、
東
庵
の
そ
れ
は
具
体
的
で
あ
る
．
さ
ら
に
「
概
念
（
名
）
は
道
そ
の
も
の
の
表
現
・
表
面
に
現
れ
た
意
味
（
義
）
で
あ
っ
て
、

道
の
本
体
は
表
現
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
も
の
・
こ
と
が
ら
で
あ
る
か
ら
、
道
と
し
て
表
現
で
き
る
も
の
で
は
な
い
」
と
述
べ
る
．

王
弼
が
一
言
の
も
と
に
「
指
事
造
形
」
と
し
た
と
こ
ろ
も
、
こ
の
よ
う
に
い
う
の
で
あ
る
．
ま
さ
し
く
初
学
の
受
講
者
に
諭
す
よ
う
な
内

容
で
あ
る　

そ
し
て
一
常
の
名
と
は
道
な
り
」
と
い
う
口
名
は
表
現
柵
↓
」
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
ま
ま
道
と
し
て
理
解
す
る
の
は
誤

り
で
あ
ろ
う　

た
だ
し
、
そ
う
理
解
し
て
も
こ
の
部
分
は
支
障
な
い
、
か
な
り
大
胆
な
解
釈
で
あ
る
．
そ
し
て
道
は
、
「
宇
宙
（
太
虚
）

が
作
ら
れ
．
⇔
以
前
を
指
す
」
と
す
る　

実
際
に
東
庵
が
宇
宙
と
い
う
概
念
を
理
解
し
て
い
た
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
虚
な
る
空
問
が



出
現
す
る
以
前
の
状
況
を
道
と
考
え
た
の
は
、
宋
学
以
来
の
「
太
極
図
説
」
の
理
解
か
ら
か
、
無
欲
・
静
虚
な
ど
の
語
が
散
見
さ
れ
る
の

は
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
．
．

　

干
弼
は
、
「
指
事
造
形
」
の
以
前
、
す
な
わ
ち
「
皆
な
無
よ
り
始
る
が
故
に
、
未
形
無
名
の
時
、
す
な
わ
ち
萬
物
の
始
と
な
す
」
と
い

い
、
こ
の
状
況
が
い
わ
ゆ
る
絶
対
無
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
．
．
無
と
い
う
概
念
さ
え
無
い
状
態
で
あ
る
，
・
東
庵
は
「
，
天
地
の
始
は

無
名
な
り
．
萬
物
は
天
地
よ
り
し
て
生
ず
、
故
に
い
う
、
有
名
は
萬
物
の
母
と
」
と
す
る
が
、
太
虚
か
ら
天
地
が
形
成
さ
れ
る
、
と
い
う

理
解
で
あ
ろ
う　

そ
う
な
る
と
、
そ
の
太
虚
が
ど
の
よ
う
な
状
態
な
の
か
と
い
う
説
明
が
欲
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
．
無
名
と
い
う
の
が
ど

の
よ
・
つ
な
状
態
な
の
か
の
説
明
が
欠
け
て
い
る
の
は
、
分
り
易
く
説
明
す
る
た
め
の
便
法
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
．
確
か
に
東
庵
の
説
明

は
道
←
太
虚
←
天
地
と
い
・
つ
、
い
わ
ば
有
に
基
軸
を
置
い
た
説
明
で
あ
っ
て
、
分
り
易
い
、
元
理
が
こ
れ
に
よ
っ
て
、
「
「
老
子
』
を
理
解

し
た
と
い
・
つ
の
も
．
分
か
る
．

　

東
庵
は
、
こ
の
一
章
の
中
で
、
「
徹
」
を
「
微
」
、
「
衆
妙
之
門
」
の
「
妙
」
を
「
要
」
の
誤
り
と
し
て
い
る　

た
だ
「
徹
」
も
「
微
」

も
共
に
「
わ
ず
か
」
「
微
細
」
と
い
う
意
を
も
つ
か
ら
そ
の
ま
ま
で
も
意
は
通
る
，
「
衆
妙
之
門
」
に
つ
い
て
は
、
註
で
「
要
妙
」
と
す
る

妙
を
道
と
解
し
て
、
「
道
を
要
む
る
の
用
」
と
す
る
，
・
玄
を
あ
ら
ゆ
る
妙
用
の
出
る
と
こ
ろ
と
い
う
解
釈
で
は
な
く
、
道
を
求
め
る
た
め

の
功
用
と
い
う
の
で
あ
る
．
．
た
だ
、
「
老
子
」
中
で
は
、
道
を
そ
の
功
用
に
よ
っ
て
多
様
な
名
で
記
す
、
玄
も
ま
た
そ
の
一
つ
で
、
前
の

句
か
ら
続
け
れ
ば
、
「
玄
の
又
た
玄
、
衆
妙
の
門
」
は
そ
の
ま
ま
玄
奥
の
さ
ら
に
玄
な
る
道
は
多
く
の
妙
用
の
出
る
と
こ
ろ
と
解
す
べ
き

で
あ
ろ
う　

訓
詰
．
校
勘
上
の
手
続
き
と
し
て
、
そ
の
ま
ま
意
の
通
る
と
こ
ろ
は
、
原
文
に
手
を
加
え
な
い
こ
と
が
第
一
で
あ
る
，

毛
三

旦

第
六
章
に
い
う
「
谷
神
不
死
」
と
そ
れ
に
続
く
一
連
の
語
句
は
、
現
在
で
も
様
々
に
解
釈
さ
れ
る
謎
の
一
章
で
あ
る
．
た
だ

二」

ﾔ
一
兀
丑　

」
セ
色
「
す
道
描
巴
柱
ム
胃
一
兀
』　

提
（
要

二
七



卯
洋
大
学
中
国
哲
学
文
学
科
紀
要　

第
．
．
ー
、
ツ

八

谷
の
空
虚
な
る
空
間
を
無
と
し
て
道
の
比
喩
と
す
る
の
が
基
本
的
な
解
釈
で
あ
る
．

谷
神
不
死
、
是
謂
玄
牝
、
玄
牝
之
門
、
謂
天
地
之
根
、
綿
綿
若
存
、
用
之
不
勤
、

こ
れ
を
東
庵
は
以
下
の
よ
う
に
解
す
る

二
谷
神
不
死
」
の
）
こ
の
四
字
は
天
地
の
本
原
不
生
不
滅
な
る
を
言
う
．
、
谷
は
地
な
り
，
至
虚
に
し
て
静
の
理
な
り
、
神
と
は
天
な

り　

明
の
気
な
り　

虚
に
し
て
明
な
る
も
の
は
天
道
な
り
．
．
人
心
な
り
．
．
天
地
は
静
虚
に
し
て
節
と
と
も
に
来
り
節
と
と
も
に
往
き

て
物
に
疑
一
凝
）
滞
せ
ず
．
故
に
生
あ
ら
ず
死
に
あ
ら
ず
、
本
原
の
一
黒
に
し
て
、
物
に
応
じ
て
至
ら
ざ
る
と
こ
ろ
な
し

　

こ
こ
で
は
谷
神
を
天
地
の
本
原
と
解
し
て
、
「
不
死
」
を
生
に
あ
ら
ず
死
に
あ
ら
ず
、
物
に
と
ら
わ
れ
ず
に
移
ろ
う
と
い
う
．
こ
れ
は

か
な
り
苦
心
の
解
釈
で
、
要
す
る
に
天
地
の
本
原
は
も
の
に
と
ら
わ
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
，
不
死
を
不
生
不
滅
と
い
う
の
は

「
般
若
心
経
。
＝
か
ら
で
あ
ろ
う　

林
希
逸
の
『
老
子
山
義
』
は
、
仏
教
的
色
彩
を
有
す
る
か
ら
、
こ
の
影
響
も
見
す
ご
せ
な
い　

こ
の
前

の
第
五
章
は
一
天
地
不
仁
一
と
い
い
、
後
の
第
七
章
は
「
天
長
地
久
、
天
地
所
以
能
長
且
久
者
」
と
も
あ
る
か
ら
、
問
の
六
章
で
天
地
を

「
谷
神
」
と
い
う
必
然
性
は
な
い
．

　

E
弼
註
と
比
較
す
る
と
、
そ
の
違
い
は
一
層
鮮
明
で
あ
る
「
「
谷
神
谷
中
央
谷
也
、
無
形
無
影
、
無
逆
無
違
、
庭
卑
不
動
、
守
静
不
衰
、

谷
以
之
成
、
而
不
見
其
形
、
此
至
物
也
」
、
⊥
弼
は
谷
神
を
谷
の
中
央
、
す
な
わ
ち
空
虚
な
空
間
に
し
て
、
影
も
形
も
な
く
、
し
た
が
っ

て
違
逆
す
る
こ
と
も
な
く
、
低
く
卑
し
い
と
こ
ろ
に
あ
っ
て
も
動
か
ず
、
静
清
を
守
っ
て
不
変
、
谷
は
こ
の
よ
う
に
し
て
作
ら
れ
て
い
る
、



と
い
・
つ　

道
は
そ
の
も
の
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る　

だ
か
ら
こ
そ
こ
こ
か
ら
天
地
が
生
ま
れ
る
、

　

東
庵
は
「
綿
綿
」
を
、
「
相
続
不
断
の
貌
」
と
註
す
る
が
、
王
弼
は
特
に
ふ
れ
て
い
な
い
．
「
綿
綿
」
に
は
一
方
で
「
微
細
の
貌
」
と
い

う
意
も
あ
る　

道
は
無
形
無
象
な
る
を
以
て
微
小
に
し
て
存
在
を
確
か
に
見
る
こ
と
難
き
が
如
し
二
「
漢
文
大
系
』
老
子
翼
頭
註
）
、
と
い

う
の
で
あ
る
が
、
「
不
断
の
貌
」
の
方
が
明
解
で
あ
る
．
、

　

元
眠
は
こ
こ
に
「
老
子
＝
三
十
九
章
に
「
谷
」
と
「
神
」
が
記
さ
れ
る
と
註
す
る　

「
神
得
一
以
霊
、
谷
得
一
以
盈
」
と
本
文
に
あ
る

こ
の
谷
は
明
ら
か
に
渓
谷
の
謂
一
．
・
あ
る
か
ら
、
元
眠
の
註
記
も
参
考
ま
で
に
と
い
う
意
図
で
あ
ろ
う
、

百
二

　

一
は
二
を
生
じ
、
二
は
三
を
生
ず
と
い
い
、
あ
る
い
は
、
天
は
一
を
得
て
も
っ
て
清
く
、
地
は
一
を
得
て
も
っ
て
寧
く
、
人
は
＝
ピ
得

て
も
っ
て
生
る
と
い
・
つ　

い
ず
れ
も
一
を
道
と
し
て
解
釈
す
る
の
〆
．
s
あ
る
が
、
『
老
子
」
中
の
こ
の
抱
一
は
養
生
法
と
し
て
考
え
ら
れ
て

き
た

載
営
塊
抱
一
、
能
無
離
乎
、
専
気
致
柔
、
能
如
嬰
児
乎
，

　

河
上
公
註
で
は
、　

栄
（
営
）
醜
魂
晩
也
、
人
載
魂
醜
之
上
、
得
以
生
、
當
愛
養
之
」
と
い
う
、
営
暁
を
魂
醜
と
解
し
て
、
人
は
魂
を

醜
の
上
に
載
せ
て
生
ま
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る　

魂
は
魂
神
、
霊
魂
で
あ
る
．
醜
は
形
骸
、
白
骨
を
指
す
．
．
形
骸
に
霊
魂
を
載
せ
て
生
ま

れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
養
生
法
的
解
釈
に
対
し
て
、
王
弼
は
「
載
猶
慮
也
、
螢
呪
人
之
常
居
所
也
、
一
人
之
真
也
、
言
人

能
虞
常
居
之
宅
、
抱
一
精
神
、
能
常
世
離
乎
、
則
萬
物
自
賓
也
」
と
い
い
、
営
醜
を
人
の
居
所
と
す
る
、
常
に
居
す
る
家
宅
に
お
い
て
抱

兀
界
　「　1

　ヒヨ
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早
弔
一
．
－
「
「
つ

一
し
て
精
神
を
清
く
し
て
、
こ
れ
を
離
れ
る
よ
う
に
せ
ず
に
し
て
お
け
ば
、

は
ま
こ
と
に
医
師
ら
し
い
註
で
あ
る
．

萬
物
お
の
ず
か
ら
賓
従
す
る
と
．
こ
れ
に
対
す
る
東
庵
の
説

　

碗
は
営
を
載
せ
、
営
は
醜
を
載
せ
る
の
説
は
、
理
に
お
い
て
相
い
通
ず
る
と
難
も
不
応
の
解
な
り
．
謎
語
に
は
非
ず　

誤
り
て
講

す
る
こ
と
莫
れ
．
．
．
・
…
今
そ
れ
人
身
は
肝
に
は
魂
を
蔵
し
、
心
に
は
神
を
蔵
し
、
脾
に
は
営
を
蔵
し
、
肺
に
は
醜
を
蔵
し
、
腎
に
は

精
を
蔵
す　

故
に
五
臓
と
日
う
．
こ
れ
今
、
二
を
挙
げ
て
三
を
兼
ぬ　

言
う
こ
こ
ろ
は
、
営
醜
を
身
中
に
載
せ
て
一
を
抱
か
ざ
れ
ば
、

す
な
わ
ち
妄
り
に
動
き
て
萬
境
に
走
る
．
．
す
な
わ
ち
死
地
に
し
て
非
道
な
り　

二
τ
抱
く
も
の
は
無
為
に
し
て
自
然
に
随
う
．
故
に

終
日
行
け
で
お
も
そ
の
道
を
離
れ
ず　
　

一
は
道
な
り
，

　

肝
心
脾
肺
腎
の
五
臓
に
蓄
す
五
気
を
記
し
て
、
脾
臓
の
営
（
栄
）
気
、
肺
の
醜
気
で
五
臓
の
五
気
を
代
表
し
た
ま
ま
で
あ
る
と
い
い
、

五
気
を
身
中
に
蔵
し
て
一
（
道
）
を
抱
け
ば
道
に
従
う
と
．
．
五
気
を
蓄
し
て
道
に
逆
え
ば
、
妄
動
し
て
死
地
非
道
に
至
る
と
も
い
う

一．

?
普
v
に
「
脾
蔵
営
、
生
土
u
心
、
肺
蔵
醜
、
生
憂
」
と
あ
る
が
、
「
黄
帝
内
経
』
に
通
じ
た
医
師
の
見
解
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う　

「
載
営

醜
」
の
句
を
、
「
五
臓
の
五
気
を
体
に
載
せ
…
」
と
い
う
意
と
し
て
解
し
て
い
る
．
こ
の
部
分
は
、
明
ら
か
に
営
醜
を
魂
醜
と
解
し
た
河

上
公
註
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
．

　

東
庵
の
医
師
と
し
て
の
⊥
り
…
場
、
特
に
素
霊
派
と
い
わ
れ
た
「
黄
帝
内
経
素
問
』
『
黄
帝
内
経
霊
枢　

に
も
と
つ
く
思
考
が
表
現
さ
れ
て

い
る
の
は
、
こ
の
章
の
註
の
特
色
で
あ
る
．
「
専
気
致
柔
」
に
つ
い
て
も
、

専
と
は
気
を
養
い
乱
れ
ざ
ら
し
む
．
柔
を
致
す
と
は
形
争
わ
ず
．
．
一
を
抱
き
て
物
を
欲
せ
ざ
れ
ば
、
妄
に
情
を
動
ぜ
ず　

す
な
わ
ち



形
と
神
と
と
も
に
気
を
内
に
実
す
，
外
形
も
柔
弱
な
り
、
故
に
曰
く
、
嬰
児
の
未
だ
核
な
ら
ざ
る
が
ご
と
く
、
天
地
と
同
体
に
し
て

長
生
久
視
す
．
心
動
じ
て
気
を
使
え
ば
す
な
わ
ち
神
滅
す
。
神
滅
す
れ
ば
形
は
堅
強
に
し
て
死
の
徒
な
り
．
、
よ
く
呼
吸
を
節
し
て
無

為
を
守
れ
ば
、
す
な
わ
ち
浩
気
脾
か
に
充
ち
復
た
そ
の
命
に
帰
す
，

　

養
気
に
よ
り
気
を
体
内
に
充
実
さ
せ
れ
ば
、
身
体
も
柔
軟
に
な
る
．
．
こ
れ
に
よ
っ
て
嬰
児
の
ご
と
く
軟
か
い
身
体
を
も
ち
、
天
地
と
と

も
に
長
生
す
る
と
．
．
心
が
動
揺
し
て
気
を
損
耗
す
れ
ば
、
精
神
を
滅
す
る
と
い
う
の
は
、
『
黄
帝
内
経
』
の
説
く
養
気
論
で
あ
る
，

　

同
じ
養
生
論
で
あ
り
な
が
ら
河
上
公
註
と
な
る
と
い
さ
さ
か
論
が
変
わ
る
、
「
魂
在
肝
、
醜
在
肺
、
美
酒
甘
食
、
腐
人
肝
肺
、
故
魂
静
、

志
道
不
乱
、
暁
安
、
得
寿
延
年
也
、
－
・
…
一
者
、
道
始
所
生
、
大
和
之
精
気
。
」
と
あ
る
の
は
、
美
酒
と
美
食
を
避
け
れ
ば
魂
気
静
に
し

て
醜
気
安
ん
ず
．
寿
を
得
て
年
を
延
ば
す
と
．
，
一
を
道
の
始
め
て
生
ず
る
と
こ
ろ
と
い
う
の
は
、
他
註
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、
「
大
和

之
精
気
」
と
い
う
の
は
具
体
的
な
指
摘
で
あ
る
，

　

『
老
子
」
の
後
半
部
、
す
な
わ
ち
四
卜
一
章
以
後
は
、
道
の
効
用
を
記
し
て
、
統
治
の
方
法
を
説
く
と
こ
ろ
が
多
い
、
．
多
く
は
儒
家
の

説
を
逆
説
的
に
述
べ
る
こ
と
で
、
道
家
的
統
治
論
を
展
開
す
る
。
儒
医
は
そ
れ
を
ど
う
理
解
し
た
か
・
一
・
二
の
例
を
挙
げ
て
み
る
、

天
下
有
道
、

足
．

郁
走
馬
以
糞
、
天
下
無
道
、
戎
馬
生
干
郊
、
罪
莫
大
干
可
欲
、
禍
莫
大
干
不
知
足
、
処
口
莫
大
干
欲
得
、
故
知
足
之
足
常

　

四
十
六
章
の
こ
の
意
は
、
天
下
を
治
め
る
に
道
を
も
っ
て
し
た
時
と
、
無
道
の
時
を
対
比
し
て
述
べ
た
と
こ
ろ　

王
弼
は
、
「
天
下
に

道
あ
ら
ば
足
る
を
知
り
、
止
ま
る
を
知
る
．
、
外
に
求
め
る
な
く
、
各
の
内
を
修
む
、
故
に
走
馬
（
軍
馬
）
を
知
け
て
田
に
糞
す
る
（
田
を

．
宅
兀
坦　

一
払
巳
子
｛
坦
徳
ぬ
経
命
旦
兀
一
一
川
冗
函
女



東
洋
λ
、
学
中
国
哲
学
文
学
科
紀
装
　
第
二
十
［
勺

耕
す
そ
貧
欲
厭
む
こ
と
無
け
れ
ば
、
そ
の
内
を
修
め
ず
、
各
の
外
に
求
む
．
故
に
戎
馬
郊
に
生
ず
」
と
い
う
．
．
こ
の
道
は
あ
く
ま
で
無

為
自
然
の
道
で
あ
り
、
国
家
を
統
治
す
る
こ
ど
ざ
ら
な
る
道
で
は
な
い
。
無
為
無
欲
に
し
て
外
と
争
わ
ず
、
人
々
は
内
を
修
む
と
い
う
．

　

こ
れ
に
対
し
て
東
庵
は
、
「
天
下
道
あ
ら
ば
す
な
わ
ち
正
を
も
っ
て
国
を
治
む
．
為
す
な
く
し
て
民
を
化
し
、
法
令
な
し
．
民
は
撲

⌒
朴
訥
）
に
し
て
戦
争
の
器
を
用
い
ず
」
と
い
う　
　

「
正
を
も
っ
て
国
を
治
む
」
と
い
う
と
こ
ろ
が
、
い
か
に
も
儒
者
に
ふ
さ
わ
し
い
し
、

「
為
す
な
く
し
て
民
を
化
す
」
と
い
う
の
も
、
徳
治
の
感
化
を
念
頭
に
置
く
よ
う
で
も
あ
る
，
儒
者
と
し
て
の
整
合
性
を
と
っ
た
と
い
う

べ
、
1
、
＼
で
あ
ろ
・
つ
．
「
老
子　

の
い
う
無
為
自
然
が
絶
対
無
を
基
盤
に
し
て
い
る
以
上
、
道
に
は
正
も
邪
も
な
い
し
、
「
こ
れ
を
修
用
し
て
人

心
を
大
道
に
合
わ
す
」
こ
と
も
必
要
な
い
・
こ
の
解
釈
は
、
五
十
七
章
の
「
以
正
治
国
、
以
寄
用
兵
」
に
引
き
ず
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
．

　

「
老
子
＝
に
は
逆
説
的
な
表
現
を
し
て
論
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
、
「
天
地
不
仁
、
以
萬
物
為
努
狗
、
聖
人
不
仁
、
以
百
姓
為
劉
狗
」
（
第

五
章
）
も
そ
の
類
で
あ
ろ
う
・
．
努
狗
は
わ
ら
で
作
っ
た
狗
、
、
祭
祀
の
と
き
に
供
え
ら
れ
た
が
、
祭
が
終
わ
れ
ば
す
て
ら
れ
る　

つ
ま
り
用

が
あ
る
と
き
に
だ
け
使
わ
れ
て
、
そ
れ
が
す
め
ば
す
て
ら
れ
る
，
天
も
聖
人
も
人
を
そ
の
よ
う
に
し
か
み
て
い
な
い
．
す
な
わ
ち
、
天
地

も
聖
人
も
為
す
こ
と
な
し
「
．
萬
物
も
人
も
自
然
に
従
っ
て
生
々
流
転
す
る
だ
け
で
あ
る
と
、

　

儒
者
に
は
こ
れ
が
理
解
で
き
な
い
、
い
や
、
理
解
で
き
た
と
し
て
も
認
め
ら
れ
な
い
，
そ
こ
で
ど
う
解
釈
し
た
か
東
庵
註
は
「
天
地

は
仁
あ
り
と
な
す
が
ご
と
き
も
、
則
わ
ち
仁
な
し
．
、
萬
物
を
も
っ
て
甥
狗
と
な
す
、
故
に
大
仁
な
り
。
努
狗
は
草
の
狗
な
り
．
意
を
着
け

ざ
る
の
謂
に
喩
う
」
と
い
う
、
要
す
る
に
仁
で
は
表
現
で
き
な
い
大
仁
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
、
も
と
も
と
は
私
意
の
な
い
状
態
を

「
不
仁
」
レ
一
い
っ
た
ま
で
の
こ
と
で
、
王
弼
が
「
天
地
任
自
然
、
無
為
無
造
、
萬
物
自
相
治
理
、
故
不
仁
也
」
〔
天
地
は
自
然
に
ま
か
せ
為

す
な
く
造
る
な
し　

萬
物
は
お
の
ず
か
ら
治
む
．
．
故
に
不
仁
）
と
い
う
．
．
お
そ
ら
く
こ
れ
が
正
し
い
．
聖
人
も
同
じ
で
あ
る
．

　

東
庵
が
大
仁
レ
一
い
う
理
由
は
、
＝
劉
狗
は
）
意
志
を
も
な
た
い
、
（
祭
が
終
わ
れ
ば
す
て
ら
れ
る
の
は
）
す
な
わ
ち
功
成
り
名
を
遂
げ

身
を
退
く
の
理
」
と
す
る　

し
か
し
大
義
名
分
を
立
て
て
、
天
地
や
聖
人
が
萬
物
や
百
姓
を
用
が
す
ん
だ
と
し
て
退
か
せ
る
こ
と
が
、
は



た
し
て
大
仁
で
あ
る
の
か　

か
な
り
苫
心
の
説
明
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
，

　

結
局
、
東
庵
．
元
眠
の
註
は
江
戸
初
期
と
い
う
時
代
相
を
濃
厚
に
宿
し
た
も
の
と
い
え
そ
う
で
あ
る
．
彼
ら
の
学
ん
だ
学
問
が
儒
学
を

主
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
容
易
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
．
そ
の
思
想
・
意
識
を
基
盤
に
「
老
子
』
を
解
釈
し
た
．
．
兀
眠
が
そ
れ

に
感
じ
た
の
も
、
東
庵
と
同
じ
意
識
を
も
っ
て
い
た
か
ら
に
外
な
ら
な
い
．
た
だ
、
ま
と
も
な
字
書
も
な
い
時
代
、
［
字
一
語
に
ほ
ぼ
正

確
な
訓
を
付
け
た
こ
と
は
、
さ
す
が
に
当
時
の
漢
学
の
水
準
の
高
さ
を
示
す
も
の
で
、
伊
勢
と
は
い
え
海
浜
を
離
れ
た
十
方
氏
一
万
二
千

行
の
小
国
菰
野
藩
に
、
こ
れ
だ
け
の
知
性
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
．
、
後
年
伊
勢
か
ら
は
著
名
な
漢
学
者
が
出
る
「
そ
の
伝
統
の
最
後
に
連

な
る
人
に
武
内
義
雄
と
金
谷
治
が
い
る
．
い
ず
れ
も
「
老
子
自
を
論
じ
て
書
を
著
し
て
い
る
・

三

　
初
め
に
記
し
た
よ
う
に
、
＝
老
子
＝
全
文
に
［
本
人
学
者
が
註
を
施
し
た
、
そ
の
初
期
の
成
果
が
こ
の
［
「
老
子
倉
元
」
で
あ
る
　
正
確

に
は
、
現
在
に
残
さ
れ
て
い
る
『
老
了
』
註
の
中
で
、
と
い
う
但
し
書
き
が
付
く
が
、
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の

要
件
が
あ
る
、
．
そ
の
一
つ
が
多
量
に
刊
行
品
、
れ
た
刊
本
で
あ
る
場
合
が
多
い
こ
と
．
．
途
中
で
供
す
る
書
が
あ
っ
て
も
多
量
に
出
版
さ
れ
た

も
の
で
あ
れ
ば
、
ど
こ
か
に
伝
わ
る
可
能
性
が
あ
る
、
．
写
本
と
は
こ
の
点
が
異
な
る
・
．
そ
し
て
、
多
量
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
は
、
そ
れ
だ

け
影
響
力
が
大
き
く
な
る
．
そ
の
意
味
で
も
、
こ
の
書
は
大
き
な
意
味
を
も
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
、

　

注
目
す
べ
き
は
、
東
庵
の
講
説
が
適
切
で
分
り
易
か
っ
た
こ
と
、
そ
の
講
説
を
註
に
起
こ
し
た
、
河
上
公
註
は
確
か
に
養
生
法
の
解
釈

が
雑
っ
て
難
解
な
部
分
も
少
な
く
は
な
い　

林
希
逸
「
老
子
口
義
一
は
註
が
長
く
仏
教
的
色
彩
を
も
つ
．
こ
の
二
つ
と
比
べ
れ
ば
確
か
に

分
り
易
く
は
あ
る
．
そ
の
分
り
易
さ
は
、
実
は
『
老
子
』
本
来
の
無
の
概
念
と
は
少
し
違
っ
た
視
点
か
ら
の
説
明
で
あ
っ
た
－
こ
の
こ
と

に
つ
い
て
は
前
章
で
ふ
れ
た
．

七
一
兀
鋸
・
一
．
主
］
．
†
W
旦
沽
口
経
云
習
一
兀
＝
山
冗
要

．
三



東
汀
大
学
中
国
哲
学
ξ
学
科
紀
要　

第
二
卜
ロ
ケ

．
．
一
四

　

明
和
年
間
に
出
た
宇
佐
美
藩
水
の
⊥
弼
註
『
老
子
』
は
、
そ
れ
ま
で
本
文
・
註
丈
と
も
に
完
全
な
校
訂
が
行
わ
れ
ず
、
干
弼
註
自
体
が

読
み
に
く
い
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
注
目
さ
れ
た
．
王
註
は
、
享
保
十
⊥
ハ
年
二
七
三
＝
に
岡
田
賛
が
刊
行
し
た
も
の
が
最
初
の

出
版
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
宇
佐
美
本
よ
り
四
十
年
程
前
に
な
る
．
．
今
日
、
『
老
子
』
註
と
い
え
ば
王
弼
註
が
主
流
で
あ
る
が
、
当
時
は

そ
う
で
は
な
い
、
こ
れ
は
林
氏
の
「
「
老
子
口
義
』
が
比
較
的
分
り
易
か
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
王
註
が
短
く
つ
き
離
し
た
よ
う
な
記
述
で

あ
っ
た
こ
と
、
品
、
・
ら
に
も
う
一
つ
の
欠
点
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
こ
れ
が
主
因
と
思
わ
れ
る
の
は
、
当
時
の
清
国
に
お
い
て
さ
え
も
王

弼
註
の
善
本
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
絶
え
た
状
況
に
あ
っ
た
〔
「
四
庫
全
書
総
目
提
要
』
）
、
宇
佐
美
本
刊
行
ま
で
、

王
弼
註
が
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
原
因
は
こ
こ
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
、
以
後
、
王
註
の
特
徴
で
あ
る
簡
明
さ
に
よ
っ
て
、
広
く
流
布
す
る

に
至
る　

初
版
の
明
和
版
は
江
戸
の
須
原
屋
か
ら
の
印
行
．
．
再
版
は
江
戸
の
千
鐘
堂
と
花
説
堂
の
二
蝉
か
ら
出
て
い
る
が
年
次
は
不
明
で

あ
る

　

さ
て
、
「
老
子
命
口
元
⊆
が
出
て
か
ら
江
戸
中
期
以
後
、
五
井
純
禎
「
老
子
経
講
義
＝
、
近
藤
舜
政
『
老
子
本
義
』
な
ど
が
出
る
．
．
私
的
な

写
本
か
ら
刊
本
に
至
る
ま
で
精
査
す
る
余
力
を
も
た
な
い
が
、
王
迫
氏
の
前
掲
書
に
は
そ
の
点
に
詳
し
い
調
査
が
あ
る


