
継
承
と
超
克i

賀
茂
真
淵
の
老
子
受
容
を
巡
っ
て
l

序国
学
思
想
の
定
立
を
成
し
遂
げ
、
且
つ
ま
た
本
居
宣
長
と
い
う
優
れ
た
後
進

を
出
現
せ
し
め
た
と
い
う
点
に
於
い
て
、
賀
茂
真
淵
の
功
績
は
多
大
な
も
の
で

あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

一
方
で
彼
の
ニ
一
一
口
説
に
は
、
幾
つ
か
の
間

題
点
も
看
取
さ
れ
る
。
そ
の
一
つ
が
、
本
稿
に
於
け
る
考
察
の
中
心
と
な
る
、

真
淵
国
学
と
老
荘
思
想
と
の
関
係
性
で
あ
る
。
真
淵
が
主
張
す
る
「
古
へ
の
道
」

な
る
概
念
は
、
儒
学
に
い
う
と
こ
ろ
の
「
道
」
、
わ
け
で
も
祖
徳
学
に
於
け
る

「
聖
人
の
道
」
に
対
す
る
否
定
的
言
説
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
古
へ

の
道
」
の
内
実
を
逆
説
的
に
証
明
す
る
と
い
う
手
法
を
契
機
と
し
て
立
ち
上
げ

ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
実
相
を
単
独
で
語
る
こ
と
が
非
常
に
困
難

な
状
況
へ
と
自
身
を
追
い
込
む
よ
う
な
側
面
を
有
す
る
。
こ
の
問
題
点
を
解
決

す
る
手
立
て
と
し
て
は
、
そ
こ
に
新
た
な
思
想
的
拠
所
を
持
ち
込
ん
で
く
る
ほ

か
は
な
く
、
事
実
真
淵
菌
学
に
あ
っ
て
は
、
「
古
へ
」
と
い
う
の
が
こ
れ
に
相

樋

達

農民

口

当
す
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
だ
が
、
そ
こ
に
は
ま
た
新
た
な
障
碍

が
付
き
纏
う
。
そ
れ
は
、
か
か
る
「
古
へ
」
が
な
ぜ
理
想
的
な
世
界
を
構
築
し

得
て
い
た
と
断
定
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
、
換
言
す
る
な
ら
ば
、
「
古
へ
」

を
理
想
化
す
る
が
如
き
能
ぽ
尽
の
正
当
性
を
保
証
す
る
、
客
観
的
な
根
拠
の
所
在

を
巡
る
疑
義
の
浮
上
で
あ
る
。
真
淵
の
規
定
す
る
「
吉
へ
」
の
あ
り
さ
ま
は
、

彼
が
提
唱
す
る
と
こ
ろ
の
「
古
へ
の
寄
」
に
よ
る
接
近
と
い
う
方
途
が
個
人
的

且
つ
内
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
も
相
侠
っ
て
、
主
観
的
な
解
釈
に
大

き
く
傾
い
て
い
る
き
ら
い
が
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
仮
に
そ
れ
が
真
実
で
あ
っ

た
と
し
て
、
そ
の
旨
を
弁
一
証
し
よ
う
に
も
、
そ
こ
に
真
淵
自
身
が
「
さ
か
し
ら
」

と
し
て
排
除
し
た
も
の
を
少
し
で
も
援
用
し
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
は
即
座
に
思

想
の
自
壊
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
に
対
し
て
、
真
淵
は
ど
の
よ

う
な
方
策
を
採
っ
た
か
。

彼
が
選
択
し
た
の
は
、
自
身
の
思
想
と
向
様
の
傾
向
を
持
つ
も
の
、
よ
り
具

体
的
に
い
え
ば
、
儒
学
を
批
判
し
、
且
つ
古
代
を
称
揚
す
る
次
審
を
有
す
る
思
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想
を
持
ち
出
し
、
も
っ
て
自
身
の
思
想
の
傍
証
と
為
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
な

わ
ち
こ
こ
に
、
真
淵
思
想
の
老
荘
思
想
へ
の
接
近
と
い
う
事
態
が
立
ち
顕
れ
て

く
る
の
で
あ
る
。
無
論
、
真
淵
思
想
に
於
け
る
老
荘
思
想
の
影
響
に
つ
い
て
は
、

先
学
が
既
に
度
々
言
及
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
府
知
の
事
実
で
あ
る
と
い

え
る
。
と
こ
ろ
が
、
管
見
の
及
ぶ
限
り
で
は
、
そ
う
し
た
先
行
研
究
に
於
い
て

為
さ
れ
て
い
る
言
及
の
殆
ど
は
、
真
淵
の
国
学
的
言
説
に
は
た
し
か
に
老
荘
思

想
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
と
か
、
或
い
は
ま
た
、
そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の

は
儒
者
で
あ
り
な
が
ら
老
荘
を
積
棟
約
に
研
究
し
た
渡
辺
蒙
庵
に
か
つ
て
真

淵
が
師
事
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
か
と
い
っ
た
、
表
面
的
な
事
実
の
確
認

に
止
ま
る
も
の
で
し
か
な
い
。
だ
が
、
か
か
る
老
荘
思
想
と
の
関
係
は
決
し
て

軽
ん
じ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
、
真
淵
の
言
説
と
老
荘
思
想

上
具
淵
が
持
ち
出
す
の
は
専
ら
『
老
子
』
の
言
説
で
あ
る
が
ー
と
の
内
実
を
詳

し
く
見
る
と
き
、
そ
こ
に
は
幾
つ
か
の
看
過
す
べ
か
ら
ざ
る
問
題
が
潜
み
居
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
よ
っ
て
本
稿
で
は
、
真
淵
思
想
と
老
荘
思

想
と
を
見
比
べ
な
が
ら
、
如
上
の
問
題
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
と
思
う
。

一
、
吋
老
子
』

へ
の
接
近

「
皇
朝
の
古
は
た
お
い
〉
老
子
の
意
な
ど
は
似
た
る
事
あ
り
」

ω。
自
ら
が
こ
う

言
明
す
る
よ
う
に
、
真
淵
の
思
想
、
就
中
「
古
へ
」
や
そ
こ
に
於
け
る
「
道
」

の
認
識
に
は
、
老
荘
思
想
の
影
響
が
多
分
に
存
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

『
国
意
』
な
ど
の
代
表
的
な
著
書
に
自
を
通
せ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
真
淵
は

自
説
の
う
ち
に
、
幾
度
に
も
わ
た
っ
て
「
お
の
づ
か
ら
」
や
「
一
大
地
の
ま
に
/

¥
」
と
い
う
表
現
を
持
ち
出
す
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
彼
の
文
脈
に
於
い
て
は
、

「
お
の
づ
か
ら
」
は
「
自
然
」
と
い
う
義
で
用
い
ら
れ
て
い
る
し
、
ま
た
或
い

は
、
「
天
地
の
ま
に
/
1
1
」
と
い
う
の
は
、
天
地
自
然
の
運
行
に
従
う
こ
と
で

あ
り
、
そ
れ
は
皐
克
人
智
の
「
さ
か
し
ら
」
に
由
来
す
る
「
作
為
」
を
持
ち
込

ま
ぬ
よ
う
な
あ
り
か
た
と
し
て
い
わ
れ
て
い
た
。
こ
こ
に
、
所
謂
「
無
為
自
然
」

を
旨
と
す
る
『
老
子
』
の
影
を
見
る
こ
と
は
、
決
し
て
難
し
い
こ
と
で
は
な
い

だ
ろ
う
。
し
か
も
、
真
淵
に
は
か
か
る
思
想
に
触
れ
、
こ
れ
を
学
び
得
る
機
会

が
あ
っ
た
。
彼
が
分
家
で
あ
る
阿
部
政
長
の
も
と
に
養
子
に
出
さ
れ
た
先
で
師

事
し
た
渡
辺
蒙
庵
は
、
医
学
を
小
川
朔
庵
に
、
朱
子
学
を
中
野
橋
謙
に
学
び
、

後
に
同
じ
く
橋
謙
の
門
下
で
あ
っ
た
太
宰
春
台
に
つ
い
た
儒
者
で
あ
る
。
蒙
庵

は
春
台
門
下
で
あ
り
な
が
ら
、
詩
文
一
郎
の
服
部
南
郭
と
も
親
し
く
交
わ
り
、
経

学
に
関
す
る
書
は
残
さ
ず
に
、
詩
歌
や
史
書
、
易
学
な
ど
の
注
解
を
専
ら
と
す

る
よ
う
な
、
広
い
学
問
的
興
味
を
有
す
る
人
物
で
あ
っ
た
。
蒙
庵
は
ま
た
、
老

荘
の
思
想
に
つ
い
て
も
興
味
を
持
っ
て
い
た
ら
し
く
、
『
老
子
愚
読
』
、
『
老
子

口
義
思
解
』
、
『
荘
子
口
義
愚
解
』
と
い
っ
た
書
を
著
し
て
い
る
∞
o

し
た
が
っ

て
、
か
よ
う
な
学
識
を
持
つ
蒙
庵
に
学
ん
だ
真
淵
が
、
曲
家
庵
を
介
し
て
老
荘
思

想
に
触
れ
た
可
能
性
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
し
、
こ
の
こ
と
は
先
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学
に
よ
っ
て
指
擁
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

そ
し
て
事
実
、
真
棋
は
そ
の
著
書
の
端
々
で
、
老
子
へ
の
共
感
を
覗
か
せ
て

し¥
てプ。。

か
し
こ
に
、
も
の
し
れ
る
人
の
作
り
し
て
ふ
を
み
る
に
、
天
地
の
心

に
か
な
は
ね
ば
、
其
道
用
ひ
侍
る
世
は
な
か
り
し
也
、
よ
り
て
老
子
て

ふ
人
の
、
天
地
の
ま
に
/
t
L
い
は
れ
し
こ
と
こ
そ
天
が
下
の
道
に
は
叶

ひ
侍
る
め
れ
、
そ
を
み
る
に
、
か
し
こ
も
た
ジ
古
へ
は
直
か
り
け
り
、

ω

本
節
冒
頭
に
引
い
た
一
文
に
於
い
て
は
、
「
似
た
る
事
あ
り
」
と
い
う
、
あ

く
ま
で
も
類
似
点
が
存
す
る
か
の
よ
う
な
表
現
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
右
の
一

節
は
、
も
は
や
そ
の
よ
う
な
域
に
は
留
ま
っ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
真
淵
は
、
老

子
の
説
い
て
い
る
こ
と
こ
そ
が
、
「
天
が
下
の
道
」
に
適
う
も
の
だ
と
断
言
し

て
い
る
。
こ
の
一
節
が
見
え
る
『
国
音
広
は
、
「
道
」
や
「
古
へ
」
と
い
っ
た

真
淵
思
想
に
於
い
て
極
め
て
枢
要
な
地
位
を
占
め
る
概
念
を
語
る
べ
く
物
さ

れ
た
著
書
で
あ
る
。
そ
の
『
国
立
邑
の
中
で
、
か
よ
う
な
言
及
を
行
な
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
か
ら
見
て
、
真
淵
は
『
老
子
』
の
思
想
に
余
程
の
シ
ン
パ
シ

i

を
感
じ
て
い
た
も
の
と
見
え
る
。
先
に
真
淵
に
は
老
荘
思
想
へ
の
影
響
が
存
す

る
と
述
べ
た
が
、
彼
に
於
け
る
そ
れ
は
、
影
響
と
い
う
よ
り
は
寧
ろ
共
鳴
と
す

る
ほ
う
が
、
よ
り
正
鵠
を
射
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
市
し
て
、
か
か
る
共
鳴

を
彼
に
惹
起
せ
し
め
た
の
は
、
単
に
『
老
子
』
の
「
無
為
自
然
」
な
る
思
想
が

自
身
の
思
い
描
く
「
古
へ
の
道
」
と
近
似
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
点
だ
け

で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
「
古
へ
は
只
詞
も
少
く
、
こ
と
も
少
し
」
、
「
心
し

ひ
た
ぶ
る
な
れ
ば
、
な
す
わ
ざ
も
す
く
な
く
、
事
し
少
な
け
れ
ば
、
い
ふ
言
の

は
も
さ
は
な
ら
、
さ
り
け
り
」
と
い
っ
て
、
こ
と
ば
が
率
産
か
つ
寡
少
で
あ
る
こ

と
に
価
値
を
見
る
真
淵
に
と
っ
て
、
「
多
言
数
窮
(
五
章
)
」

ω、
「
言
益
是
旧
(
八
章
)
」
、

「
信
言
不
美
、
美
言
不
信
(
八
十
一
章
)
」
と
説
く
『
老
子
』
の
言
語
観
は
相
通

ず
る
と
こ
ろ
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
或
い
は
よ
き
治
世
の
あ
り
か
た
を
、
「
君

は
天
が
下
の
お
ろ
か
に
な
ら
ね
ば
、
さ
か
え
た
ま
は
ぬ
も
の
に
て
侍
り
へ
「
人

皆
さ
と
け
れ
ば
、
か
た
み
に
其
さ
と
き
を
か
ま
ふ
る
に
つ
け
て
、
よ
り
/
¥
に

よ
こ
し
ま
の
お
こ
れ
る
な
り
」
と
い
う
愚
氏
性
に
求
め
る
真
淵
と
、
「
是
以
聖

人
之
治
、
虚
其
心
、
寅
其
陪
収
1

弱
其
士
山
、
強
其
骨
。
常
使
民
無
知
無
欲
、
使
夫

知
者
不
敢
震
也
。
(
三
章
)
」
、
「
十
日
之
益
属
道
者
、
非
以
明
民
、
将
以
愚
之
。
(
六

十
五
章
)
」
と
す
る
『
老
子
』
の
政
治
観
は
実
に
近
し
く
通
い
合
う
。
こ
の
ほ

か
に
も
、
華
美
験
者
に
傾
く
風
潮
を
厭
う
次
姦
忍
¥
過
剰
な
制
度
を
敷
く
こ
と

の
余
弊
を
説
く
口
ぶ
り
、
時
代
の
変
遷
に
伴
う
逓
次
的
な
世
の
額
落
を
認
め
る

下
降
史
観
な
ど
、
そ
の
類
似
点
は
枚
挙
す
る
に
暇
の
な
い
ほ
ど
多
岐
に
わ
た
っ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
真
淵
の
思
想
に
及
ぶ
『
老
子
』
の
影
響
が
如
何

ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
か
が
知
れ
よ
う
。
而
し
て
、
真
淵
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に

自
身
の
思
想
の
う
ち
に
『
老
子
』
の
一
一
一
一
口
説
を
容
れ
た
そ
の
北
畳
間
川
に
は
、
か
か
る
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言
説
が
儒
学
の
標
携
す
る
リ
ゴ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
反
楼
姿
勢
を
有
し
て
い
た

と
い
う
点
が
大
き
く
作
用
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
真
淵
の
唱
導
す
る

「
古
へ
の
道
」
は
、
儒
学
の
欝
す
「
さ
か
し
ら
」
を
否
定
す
る
こ
と
を
契
機
と

し
て
語
り
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
真
淵
菌
学
は
そ
れ
自
体
の

み
で
は
拠
っ
て
立
つ
べ
き
も
の
を
持
た
ぬ
、
謂
わ
ば
免
れ
か
か
り
の
思
想
で
あ

る
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
思
想
的
営
伊
為
の
先
に
真
淵
が
辿
り
つ
い
た
の
は
、

儒
学
移
入
と
い
う
歴
史
的
契
機
に
よ
っ
て
厳
然
と
画
期
さ
れ
た
、
理
想
の
「
古

へ
」
と
類
落
し
た
「
今
」
と
い
う
二
元
的
世
界
観
l
し
か
も
か
か
る
分
断
線
を

引
い
た
の
は
ほ
か
な
ら
ぬ
真
淵
そ
の
人
で
あ
λ
了
の
も
と
に
、
「
今
」
に
身
を

置
く
立
場
か
ら
「
古
へ
」
に
患
い
を
馳
せ
る
が
如
き
古
代
憧
僚
の
立
場
で
あ
っ

た
。
さ
ら
ば
こ
の
古
代
を
こ
そ
彼
の
思
想
的
拠
所
と
呼
ぶ
べ
き
か
。
だ
が
、
そ

の
「
古
へ
」
す
ら
も
、
か
の
「
古
へ
の
道
」
と
同
様
に
し
て
、
「
さ
か
し
ら
」

の
横
溢
す
る
「
人
の
心
の
悪
き
圏
」
俗
で
あ
る
「
か
ら
図
」
の
反
照
た
る
を
一

歩
も
出
て
い
な
い
。
そ
の
上
、
そ
の
「
古
へ
」
は
「
古
へ
の
寄
」
か
ら
引
き
出

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
た
と
え
ど
れ
ほ
ど
厳
密
に
吉
語
を
明
ら
か
に
し

た
と
こ
ろ
で
、
そ
こ
か
ら
確
実
に
獲
得
で
き
る
の
は
、
「
古
へ
の
き
に
詠
ま

れ
て
い
る
内
容
に
過
ぎ
な
い
。
そ
こ
か
ら
進
ん
で
そ
れ
を
詠
ん
だ
在
代
人
の
心

を
、
さ
ら
に
敷
街
し
て
古
代
を
生
き
た
人
々
の
心
を
感
得
す
る
と
な
れ
ば
、
そ

れ
は
も
は
や
主
観
に
よ
る
も
の
と
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
か
か
る
主
観
の
産
物
が
、

一
体
そ
こ
に
幾
許
の
妥
当
性
を
確
保
し
得
る
か
。
極
言
す
れ
ば
、
真
淵
の
説
く

「
古
へ
」
の
あ
り
さ
ま
は
、
そ
れ
自
体
で
は
彼
の
、
玉
観
に
基
づ
く
仮
構
と
し
て

断
ぜ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
批
判
を
甘
受
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
類
の
も
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
だ
か
ら
こ
そ
、
真
淵
が
そ
の
思
想
的
拠
所
を
何
処
か
に
求
め
よ
う

と
す
る
こ
と
は
、
蓋
し
自
然
な
展
開
で
あ
る
と
も
い
え
る
。

し
か
も
そ
れ
は
、

自
身
の
思
想
の
要
と
な
る
点
、
す
な
わ
ち
真
淵
国
学
定
立
の
条
件
で
あ
る
儒
学

批
判
の
姿
勢
と
尚
古
主
義
の
傾
向
と
に
抵
梧
せ
ぬ
も
の
、
別
の
い
い
か
た
を
す

れ
ば
、
そ
の
両
者
を
含
み
持
つ
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
市
し
て
、
真
淵

は
か
か
る
条
件
に
充
当
す
る
思
想
と
し
て
、
『
老
子
』
を
見
出
し
た
の
で
は
な

か
っ
た
ろ
う
か
。
『
老
子
』
は
、
福
永
光
司
が
こ
れ
を
、

「
君
子
は
下
流
に
居
る
を
憎
む
」
と
い
っ
た
の
は
孔
子
で
あ
る
が
、

老
子
は
そ
の
「
下
流
」
を
こ
そ
無
為
の
聖
人
の
居
る
べ
き
場
所
と
す
る
。

あ
る
い
は
ま
た
「
之
を
知
る
を
之
を
知
る
と
為
せ
」
と
教
え
、
「
直
を
以

て
怨
み
に
報
い
よ
」
と
教
え
た
の
は
孔
子
で
あ
る
が
、
老
子
は
「
之
を

知
る
」
を
も
「
知
ら
ず
」
と
し
、
「
怨
み
に
報
い
る
に
徳
を
以
て
す
る
こ

↓i 
I~ t 

老
子
は
孔
子
の
価
値
観
を
さ
え
世
俗
的
な
も
の
と
み
て
、
そ
れ
を
顛

倒
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
か

W
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と
分
析
す
る
よ
う
に
、
儒
学
的
価
値
観
の
悉
く
を
顛
倒
せ
し
め
、
逆
説
を
も

っ
て
し
て
「
道
」
を
語
る
。
「
聖
人
不
仁
、
以
百
姓
矯
綿
狗
(
第
五
章
)
」
な
ど

は
、
か
か
る
反
儒
的
傾
向
を
如
実
に
物
語
る
一
節
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、

ま
る
で
儒
学
を
逆
立
ち
に
し
た
か
の
如
き
『
老
子
』
の
言
説
が
、
問
じ
く
儒
学

批
判
に
よ
っ
て
告
己
を
定
立
せ
し
め
る
真
淵
の
国
学
的
言
説
の
あ
り
か
た
と

如
何
に
近
し
い
も
の
で
あ
る
か
、
も
は
や
多
言
を
要
す
ま
い
。
ま
た
、
同
じ
く

『
老
子
』
に
は
、
古
代
を
尊
ぶ
が
如
き
件
が
幾
っ
か
見
受
け
ら
れ
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
。
(
第
十
四
章
)

今
よ
り
古
に
及
ぶ
ま
で
、
其
の
名
去
ら
ず
、
以
て
衆
甫
を
隠
す
。

吾
れ
何
を
以
て
衆
甫
の
欣
を
知
る
や
、
此
れ
を
以
て
な
り
。
(
第
二
十

音
一寸ー

こ
こ
に
挙
げ
た
二
例
な
ど
は
、
古
代
の
さ
ま
を
称
揚
し
て
い
る
と
い
わ
ば
い

え
よ
う
。
殊
に
、
前
者
の
内
容
は
、
上
代
に
於
い
て
我
が
国
に
施
さ
れ
た
治
世

の
あ
り
か
た
こ
そ
、
天
下
を
安
ん
ず
る
道
で
あ
る
と
説
く
真
淵
の
主
張
に
よ
く

適
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
真
淵
と
老
子
と
の
思
想
に
は
、

相
似
通
っ
た
点
i

そ
れ
が
本
質
に
於
い
て
同
定
し
得
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ

た
か
は
別
と
し
て
i

が
多
く
存
し
て
お
り
、
且
つ
は
そ
の
批
判
の
対
象
や
、
理

想
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
も
同
じ
方
角
を
向
い
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
恰
も
自

身
の
思
想
と
相
似
す
る
か
の
如
き
容
貌
を
持
つ
『
老
子
』
の
思
想
を
援
用
す
る

に
、
真
淵
は
苔
か
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
も
、
あ
ろ
う
こ
と
か
彼

は
そ
の
外
的
な
思
想
的
拠
所
を
、
自
ら
が
排
撃
す
べ
き
対
象
と
し
て
措
定
し
た
、

中
国
由
来
の
思
想
に
見
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。
獅
子
身
中
の
虫
で
は
な
い
が
、

こ
れ
は
真
淵
に
と
っ
て
は
「
我
が
苦
手
}
得
た
り
」
と
い
っ
た
心
情
で
あ
っ
た
に

違
い
な
い
。
彼
は
、
「
漢
意
」
を
排
し
た
上
古
を
理
想
化
し
て
捉
え
る
自
身
の

見
解
の
正
当
性
に
つ
い
て
、
『
老
子
』
と
い
う
傍
証
を
得
た
の
で
あ
る
。
「
老
子

て
ふ
人
の
、
天
地
の
ま
に
/
'
・
Il--

い
は
れ
し
こ
と
こ
そ
天
が
下
の
道
に
は
叶
ひ
侍

る
め
れ
」
と
宣
言
し
た
直
後
に
、
「
そ
を
み
る
に
、
か
し
こ
も
た
ジ
古
へ
は
直

か
り
け
り
」
と
い
っ
た
の
は
、
か
か
る
確
信
の
深
さ
の
発
露
と
し
て
の
謂
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
そ
の
者
採
で
、
ま
さ
し
く
彼
は
、
「
古
代
を
理
想
化
し
て
か
〉

る
彼
の
徹
底
し
た
古
道
の
方
法
の
模
範
を
、
自
然
を
理
想
化
し
て
か
〉
る
老
荘

折
口
皐
の
方
法
に
讃
み
と
」
り
、
「
方
法
論
上
老
荘
哲
皐
の
祖
述
者
を
以
て
任
じ

た」

σと
い
え
る
だ
ろ
う
。

二
、
『
老
子
』
受
容
の
問
題
点

i
解
釈
の
妥
当
性
i
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説
のこ
抱の
えよ
るう
構に
立た 、

的真
尚淵
題目
j:;_，. ネ士己-'L

哲藷
.r J .t.:..、
I ヰ、自
ハノ ベム、

正室
し'又
ずい 容

iうす
け否
十 」

あと
λ tこ
示よ
、っ

そて
n 
は自
一身
方の
で言

そ
の
内
に
新
た
な
問
題
を
招
き
込
む
(
有
為
で
も
あ
っ
た
。
第
一
に
、
真
淵
が
老

荘
思
想
を
肯
定
し
た
こ
と
は
、
傍
か
ら
見
れ
ば
彼
の
い
う
「
漢
意
」
排
除
が
、

自
身
の
思
想
上
に
於
い
て
不
徹
底
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
い
う
評
価
へ
と
繋
が
る
も
の
で
あ
る
。
如
何
に
『
老
子
』
が
そ
の
言

説
に
於
い
て
儒
学
批
判
を
展
開
し
て
い
た
に
せ
よ
、
そ
れ
が
中
国
で
誕
生
し
た

思
想
で
あ
る
と
い
う
事
実
は
動
か
な
い
。
何
よ
り
、
中
国
を
「
麿
盟
は
心
わ
ろ

き
国
(
『
国
意
』
)
」
や
、
或
い
は
「
人
の
心
の
悪
き
図
(
『
語
意
』
)
」
と
定
義

し
、
そ
の
文
物
の
一
切
を
否
定
し
た
の
は
ほ
か
な
ら
ぬ
真
淵
自
身
で
あ
り
、
こ

う
し
た
否
定
の
言
辞
の
上
に
こ
そ
、
「
天
皇
万
代
を
嗣
給
ふ
、
皇
朝
こ
そ
天
下

に
勝
れ
た
れ
(
『
語
音
品
ど
と
い
う
主
張
は
成
立
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し

か
ら
ば
、
自
身
の
定
義
す
る
と
こ
ろ
の
「
心
に
八
十
柾
つ
事
を
認
し
、
言
に
百

の
よ
き
事
を
綴
れ
る
(
『
訪
問
品
自
民
)
」
匿
の
中
に
あ
っ
て
、
な
ぜ
老
子
だ
け
が
例

外
た
り
得
る
の
か
。
冒
頭
に
引
い
た
「
似
た
る
事
あ
り
」
程
度
の
表
現
で
あ
れ

ば
、
ま
だ
弁
解
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
老
子
が
「
い
は
れ
し
こ
と
こ
そ
天

が
下
の
道
に
は
叶
ひ
侍
る
」
と
ま
で
言
い
切
る
ほ
ど
の
傾
斜
を
見
せ
る
真
淵
の

「
古
へ
の
道
」
は
、
果
た
し
て
真
に
「
皇
戟
の
古
ご
と
し
て
独
歩
の
地
位
に

架
上
す
る
に
堪
え
得
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
、
真
淵
は
そ
の
著
書
の
中

で
、
「
さ
が
な
き
他
国
と
む
つ
ひ
そ
め
つ
る
つ
ひ
へ
こ
そ
甚
し
け
れ
(
雪
印
音
邑
)
」

と
、
他
屈
の
説
を
引
き
入
れ
る
こ
と
の
禍
を
自
ら
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
か

か
る
安
易
な
『
老
子
』
摂
取
は
、
も
は
や
自
死
的
で
す
ら
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な

る
ま
い
。

第
二
に
、
真
淵
に
よ
る
『
老
子
』
解
釈
の
妥
当
性
の
問
題
が
あ
る
。
た
し
か

に
、
両
者
の
言
説
に
は
多
く
の
類
似
点
が
認
め
ら
れ
は
す
る
が
、
無
論
の
如
く

両
者
は
同
一
の
思
想
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
に
真
淵
の
主
張
と
相
違

す
る
点
、
或
い
は
十
全
に
そ
ぐ
わ
な
い
点
が
生
じ
て
く
る
の
は
避
け
が
た
い
こ

と
で
あ
る
。
自
説
と
調
和
し
得
な
い
言
説
に
つ
い
て
、
真
淵
が
こ
れ
に
言
い
及

ぶ
こ
と
を
せ
ず
、
口
を
畷
ん
で
閑
却
す
る
次
姦
刀
を
採
る
の
で
あ
れ
ば
ま
だ
よ
い
。

勿
論
、
自
身
に
都
合
の
良
い
笛
所
の
み
を
意
図
的
に
抽
出
し
て
い
る
と
い
う
批

判
は
免
れ
な
い
だ
ろ
う
が
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
「
似
た
る
事
あ
り
」
の
次
元

に
一
皆
め
て
お
き
さ
え
す
れ
ば
、
か
え
っ
て
そ
の
差
異
を
自
由
の
独
自
性
と
し
て

押
し
立
て
る
よ
う
な
方
向
性
で
強
弁
す
る
こ
と
も
、
或
い
は
不
可
能
で
は
な
か

っ
た
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
治
者
の
為
政
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
真
淵
は
、

唐
人
は
、
上
な
る
人
は
威
を
し
め
し
貴
を
し
め
す
と
い
へ
ど
、
お
ろ

そ
け
な
る
を
し
め
す
は
よ
し
、
尊
き
を
し
め
す
は
み
だ
る
〉
は
し
忠
、

其
威
を
し
め
す
は
、
も
の
〉
ふ
の
道
の
外
な
し
、
是
を
わ
す
れ
ず
し
て

行
ふ
べ
し
、
こ
と
に
我
す
べ
ら
御
園
は
、
此
道
も
て
立
た
る
を
み
よ
、
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と
、
「
も
の
〉
ふ
の
道
」
に
基
づ
く
尚
武
主
義
を
唱
導
し
て
い
る
。
こ
こ
に
見

え
る
よ
う
な
、
「
威
」
を
示
す
こ
と
を
よ
し
と
し
て
、
「
貴
」
を
示
す
こ
と
を
斥

け
る
考
え
は
、
『
老
子
』
の
「
民
不
畏
威
、
別
大
威
至
。

-
是
以
聖
人
自
知

不
自
見
、
自
愛
否
自
貴
。
(
第
七
二
章
ど
と
い
う
言
説
と
同
根
を
成
す
も
の
と

い
え
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
同
じ
く
『
老
子
』
に
は
、
「
善
矯
士
者
不
武
(
第
六
十

八
章
)
」
と
見
え
、
こ
れ
は
「
も
の
〉
ふ
の
道
」
と
は
軌
を
異
に
す
る
発
言
で

あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
真
蛸
は
一
切
言
及
し
て
い
な
い
が
、
無
暗

に
擁
護
せ
ぬ
だ
け
ま
だ
穏
当
で
あ
り
、
既
述
の
如
き
弁
解
の
余
地
を
残
し
得
て

い
る
と
い
え
な
く
は
な
い
。

し
か
し
、
真
淵
の
『
老
子
』
解
釈
を
巡
っ
て
真
に
問
題
と
な
る
の
は
、
上
述

の
よ
う
な
離
阪
の
黙
殺
で
は
な
い
。
こ
れ
よ
り
更
に
深
刻
な
問
題
と
し
て
あ
る

の
は
、
真
淵
が
司
老
子
』
の
一
一
一
一
口
説
に
付
会
し
て
説
を
為
し
て
し
ま
っ
て
い
る
点

で
あ
る
。

か
ら
留
に
て
は
、
只
老
子
の
み
ぞ
異
の
書
な
る
、
そ
れ
に
幼
を
崇
む
、

老
是
に
次
、
世
は
悪
と
す
、
今
三
園
を
考
る
に
、
我
朝
は
日
出
の
閣
に

て
、
人
幼
に
嘗
故
、
諸
震
に
し
て
世
治
、
天
竺
は
日
浪
の
図
に
て
、
人

老
に
嘗
故
に
、
人
心
精
く
し
て
一
賢
し
、
か
ら
は
日
中
の
題
に
し
て
、
人

枇
に
心
悪
故
世
不
治
、
滅
レ
主
て
己
立
、
遂
に
他
に
う
ば
は
る
、
然
れ

は
高
我
執
を
こ
そ
崇
む
べ
け
れ
、
彼
老
子
、
一
段
此
留
の
十
日
へ
の
な
ら
ば

し
の
如
き
を
願
へ
り
、
然
れ
ば
天
の
下
に
、
此
留
の
古
へ
ば
か
り
よ
ろ

し
き
は
な
か
り
け
り
、
時
有
て
か
ら
文
を
惇
へ
は
、
か
の
老
子
に
て
こ

そ
あ
ら
め
、
武
王
主
を
滅
し
て
後
淀
て
し
道
を
惇
へ
し
よ
り
、
此
閣
に

邪
心
多
く
な
り
こ
し
也
、

ω

こ
れ
は
雪
印
ヰ
丘
か
ら
の
引
用
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
真
淵
は
、
中
国
に
於
い

て
は
た
だ
『
老
子
』
の
み
が
「
異
の
書
」
で
あ
る
と
の
見
解
を
披
露
し
た
上
で
、

そ
の
書
の
中
に
「
幼
を
崇
む
、
老
是
に
次
、
社
は
惑
と
す
」
る
言
設
が
展
開
さ

れ
て
い
る
と
い
っ
て
い
る
。
而
し
て
、
今
こ
こ
に
真
淵
が
持
ち
出
し
て
い
る
老

子
の
説
と
い
う
の
は
、
恐
ら
く
以
下
に
掲
げ
る
『
老
子
』
第
五
十
玉
章
の
記
述

を
指
し
て
の
謂
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

徳
を
含
む
こ
と
の
厚
き
は
、
赤
子
に
比
す
。

蜂
謹
聴
蛇
も
赦
虫
さ
ず
、
猛
獣
も
接
ま
ず
、
楼
鳥
も
樽
た
ず
。

骨
弱
く
筋
柔
ら
か
く
し
て
握
る
こ
と
留
し
。

未
だ
牝
牡
の
合
を
知
ら
ず
し
て
全
作
つ
は
、
精
の
至
り
な
り
。

終
日
披
き
て
一
唆
れ
ざ
る
は
、
和
の
至
り
な
り
。

和
を
知
る
を
常
と
白
い
、
常
を
知
る
を
明
と
臼
う
。

生
を
盆
す
を
鮮
と
日
い
、
心
、
気
を
使
う
を
強
と
臼
う
。

物
、
批
な
れ
ば
則
ち
老
ゆ
、
之
を
不
道
と
謂
う
。
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不
道
は
早
く
己
む
。

こ
の
章
は
、
無
為
自
然
の
「
道
」
を
体
得
し
た
「
含
徳
」
の
者
を
、
「
赤
子
」

の
さ
ま
に
准
え
て
語
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
様
に
、
『
老
子
』
に
於
い
て

は
、
道
の
体
現
者
を
思
括
凡
に
替
え
る
文
言
が
散
見
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、

営
塊
に
載
り
て
一
を
抱
き
、
能
く
離
る
る
こ
と
無
か
ら
ん
平
。
」
一
筑
を

専
ら
に
し
て
柔
を
致
し
、
能
く
嬰
見
た
ら
ん
平
。
(
第
士
き

我
れ
濁
り
伯
と
し
て
、
其
れ
未
だ
兆
さ
、
さ
る
こ
と
、
嬰
児
の
未
だ
該

わ
ざ
る
が
如
し
。
(
第
二
十
章
)

天
下
の
諮
と
一
筋
ら
ば
、
常
徳
離
れ
ず
、
嬰
児
に
復
蹄
す
。
(
第
二
十
八

章
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
真
淵
が
い
う
よ
う
に
、
『
老
子
』
が

「
幼
を
崇
む
」
態
度
を
闇
明
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
ひ
と
ま
ず
肯
っ
て
よ

か
ろ
う
。
だ
が
、
「
老
是
に
次
、
社
は
悪
と
す
」
と
い
う
点
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

吋
老
子
』
中
に
、
「
老
」
「
社
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
管
窺
の
及
ぶ

隈
り
二
例
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
一
つ
は
、
前
掲
し
た
第
五
十
五
章
の
「
物
社

期
老
、
謂
之
不
道
」
と
い
う
件
に
於
い
て
の
出
来
で
あ
る
。
ま
た
、
今
一
つ
は

第
三
十
章
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
於
け
る
「
老
」
「
批
」
は
、
第
五
十
五
章
と
全

く
同
じ
、
「
物
社
則
老
、
謂
之
不
道
」
と
い
う
一
文
の
中
で
の
用
例
で
あ
る
。

市
し
て
、
こ
の
第
三
十
章
で
は
、
「
赤
子
」
乃
至
「
嬰
児
」
の
語
は
用
い
ら
れ

て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
真
淵
が
そ
の
主
張
の
根
拠
と
し
て
参
照
し
た
『
老
子
』

の
節
は
、
第
五
十
五
章
に
限
定
さ
れ
る
も
の
と
推
断
し
得
る
。
こ
の
「
物
批
則

老
、
謂
之
不
道
勺
不
道
早
己
」
と
い
う
件
に
つ
い
て
、
福
永
光
司
は
「
物
は
す

べ
て
威
勢
が
よ
す
ぎ
る
と
、
や
が
て
そ
の
衰
え
が
く
る
。
こ
れ
を
不
自
然
な
ふ

る
ま
い
と
い
う
。
不
自
然
な
ふ
る
ま
い
は
、
す
ぐ
に
行
き
づ
ま
る
の
だ
。
」

ωと

し
、
蜂
屋
邦
夫
は
「
も
の
ご
と
は
勢
い
が
盛
ん
に
な
れ
ば
衰
え
に
向
か
う
の
で

あ
り
、
こ
の
こ
と
を
、
道
に
か
な
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
の
だ
。
道
に
か
な
っ

て
い
な
け
れ
ば
早
く
滅
び
る
。
」

ωと
い
う
訳
を
あ
て
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
駐
」
は
物
事
の
威
勢
が
よ
い
状
態
を
、
対
し
て
「
老
」
は
衰
え
、
衰
退
を
指

し
て
の
謂
で
あ
り
、
『
老
子
』
で
は
か
か
る
「
社
」
か
ら
「
老
」

へ
の
推
移
を

「
不
道
」
と
し
、
「
不
道
早
己
」
と
結
論
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
た
し
か
に
、

物
事
は
「
枇
」
な
る
が
ゆ
え
に
「
老
」
へ
と
向
か
う
の
で
あ
る
か
ら
、
か
か
る

帰
結
を
導
く
誘
因
と
し
て
「
批
」
を
悪
と
捉
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
な
が
ら
、
こ
の
件
に
於
い
て
、
果
た
し
て
「
老
」
は
「
佐
」
よ
り
上
位
に

定
置
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
第
五
十
五
章
の
表
現
を
見
る
限
り
、

老
子
は
「
社
」
か
ら
「
老
」
、
す
な
わ
ち
隆
盛
か
ら
衰
退
ま
で
の
一
連
を
し
て
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「
不
道
」
と
規
定
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
「
社
」
か
ら

「
老
」
と
い
う
「
不
道
」
の
先
に
は
、
「
滅
、
ひ
」
乃
至
は
「
行
き
づ
ま
り
」
と

し
て
の
「
巴
」
が
待
っ
て
い
る
。
こ
の
「
己
」
が
、
「
幼
」
な
ら
ざ
る
状
態
に

陥
っ
た
先
に
待
つ
随
鐙
成
い
は
終
局
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
到
る
原

因
は
偏
に
「
不
道
」
そ
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、

か
か
る
「
不
道
」
と
は
、
「
社
」
も
「
老
」
も
含
み
合
わ
せ
て
の
意
で
あ
る
か

ら
、
両
者
に
対
し
て
優
劣
を
認
め
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
も
、
雪
印
式
丘
に
於
け
る
真
淵
の
老
子
解
釈
は
、
彼
が
比
較
検
討
を
行

う
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
選
択
し
た
、
「
我
朝
」
と
「
か
ら
盟
」
、
そ
し
て
「
天
性
一
」

か
ら
な
る
三
巴
的
世
界
認
識
の
も
と
に
敷
街
せ
し
め
ら
れ
、
且
つ
は
そ
の
「
幼
」

「
社
」
「
老
」
の
概
念
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
「
日
出
の
図
」
「
日
中
の
園
」
「
日
夜

の
届
」
と
し
て
、
太
陽
の
運
行
に
准
え
た
地
理
的
条
件
へ
と
当
て
猷
め
ら
れ
、

各
国
の
評
価
へ
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
こ
に
於
い
て
、
「
日

設
の
図
」
で
あ
る
天
竺
は
『
老
子
』
の
「
老
」
に
比
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ

に
対
す
る
評
価
は
「
老
に
嘗
故
に
、
人
心
精
く
し
て
賢
し
」
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
真
械
の
認
識
で
は
、
『
老
子
』
に
於
い
て
、
無
為
自
然
の
道
を

体
現
す
る
「
幼
」
の
あ
り
か
た
が
至
高
で
あ
り
、
そ
の
道
か
ら
逸
れ
て
物
事
を

「老」

へ
と
進
ま
し
む
る
「
枇
」
は
「
幼
」
と
対
極
の
位
置
に
存
す
る
「
悪
」

で
あ
り
、
か
た
や
「
老
」
は
、
「
社
」
と
い
う
亜
、
話
ω
が
為
さ
れ
た
が
ゆ
え
の
己

む
無
き
状
態
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
内
実
は
「
人
心
精
く
し
て
賢
」
き
も
の
で

あ
る
か
ら
、
「
社
」
よ
り
は
上
位
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
だ

が
、
『
老
子
』
全
体
を
傭
撤
し
て
み
て
も
、
「
老
」
乃
至
は
そ
れ
に
充
当
す
る
よ

う
な
概
念
や
立
場
に
つ
い
て
、
真
淵
の
主
張
す
る
よ
う
な
か
た
ち
で
評
価
し
た

文
言
は
一
笛
一
昨
も
見
当
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
「
幼
を
山
(
一
ボ
む
、

老
是
に
次
、
社
は
悪
と
す
」
と
す
る
真
淵
の
老
子
解
釈
は
、
彼
に
よ
る
全
く
の

誤
解
か
、
或
い
は
恋
意
に
よ
る
曲
解
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
而
し

て
こ
の
場
合
、
『
語
音
信
全
般
に
わ
た
る
論
脈
に
照
ら
し
て
考
え
る
と
、
真
淵

が
こ
の
『
老
子
』
の
件
を
自
身
の
論
旨
に
引
き
付
け
て
解
釈
し
て
い
る
と
見
る

の
が
妥
当
で
あ
る
と
患
わ
れ
る
。
本
稿
に
於
い
て
詳
し
く
論
ず
る
こ
と
は
し
な

い
が
、
『
語
意
』
は
そ
の
冒
頭
部
に
於
い
て
、

こ
れ
の
日
い
つ
る
留
は
、

い
つ
ら
の
こ
ゑ
の
ま
に
/
¥
こ
と
を
な
し

て
、
よ
ろ
つ
の
事
を
く
ち
ゃ
っ
か
ら
い
ひ
侍
へ
る
く
に
塩
、
そ
れ
の
日
さ

か
る
留
は
、
万
つ
の
事
に
か
た
を
書
て
し
る
し
と
す
る
圏
な
り
、
か
れ

の
自
の
い
る
図
は
、
い
つ
ら
は
か
り
の
こ
ゑ
に
か
た
を
書
て
、
万
つ
の

事
に
わ
た
し
用
る
圏
な
り
、

と
、
既
述
し
た
三
国
的
世
界
認
識
を
披
濯
し
、
そ
こ
か
ら
自
国
と
「
か
ら
図
」
、

「
天
性
ご
と
の
言
語
を
比
較
す
る
こ
と
を
過
し
て
、
自
国
を
最
上
位
に
、
次
い

で
天
竺
、
そ
し
て
最
下
位
に
中
国
を
定
置
す
る
こ
と
を
目
途
と
し
た
書
で
あ
る
。
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や
や
乱
暴
な
い
い
か
た
を
す
れ
ば
、
こ
の
警
は
言
語
論
的
比
較
研
究
の
体
を
借

り
た
自
国
優
位
の
主
張
で
あ
り
、
旦
つ
ま
た
漢
音
排
撃
を
企
図
し
た
論
で
あ
る

と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
雪
印
意
』
に
於
い
て
専
ら
に
比
較
さ

れ
る
の
は
、
自
国
と
中
国
で
あ
り
、
天
竺
は
か
か
る
こ
匿
の
比
較
の
う
ち
に
垣

間
見
え
る
そ
の
あ
か
ら
さ
ま
さ
を
陰
伏
す
る
た
め
の
緩
衝
材
、
悪
く
い
え
ば
当

て
馬
と
し
て
持
ち
出
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
ゆ
え
に
、
言
盟
丘
に
於
い

て
天
竺
は
、
日
本
と
差
し
向
っ
て
比
較
さ
れ
る
場
合
に
は
日
本
よ
り
劣
っ
て
い

る
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
文
脈
に
あ
っ
て
は
、
不
自
然
な
ほ
ど
に
優
遇
さ

れ
、
擁
護
さ
れ
て
い
る
。
か
よ
う
な
見
立
て
に
沿
う
な
ら
ば
、
先
に
引
用
し
た

一
文
に
於
い
て
も
ま
た
、
真
淵
が
真
に
押
し
出
し
た
い
主
張
は
、
「
幼
」
に
准

え
た
自
国
と
、
「
壮
」
に
比
定
し
た
「
か
ら
国
」
に
つ
い
て
、
自
国
は
「
人
幼

に
富
故
、
諸
異
に
し
て
世
治
」
る
国
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
中
国
は
「
批
」
で

あ
る
が
ゆ
え
に
そ
の
人
心
も
悪
し
き
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
「
世
不
治
、

滅
レ
主
て
己
立
、
遂
に
他
に
う
ば
は
る
」
よ
う
な
国
で
あ
る
、
と
い
う
点
に
存

し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
、
三
国
を
そ
れ
ぞ
れ
「
幼
」
「
仕
」
「
老
」
に
准
え
る
方
針
が
、
『
老
子
』

第
五
十
五
章
の
記
述
か
ら
の
着
想
な
の
か
、
そ
れ
と
も
各
々
を
「
日
出
の
図
」

「
自
中
の
国
」
「
日
夜
の
図
」
と
し
て
比
較
す
る
発
想
自
体
は
も
と
も
と
真
淵

の
中
に
あ
っ
て
、
そ
こ
に
『
老
子
』
の
説
を
援
用
し
て
き
た
も
の
な
の
か
、
そ

の
点
は
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
何
れ
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、

真
淵
が
自
身
の
主
張
に
合
致
さ
せ
る
べ
く
、
「
老
」
の
解
釈
に
手
心
を
加
え
て

し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
揺
ら
が
な
い
。
当
該
笛
一
的
に
於
け
る
真
淵
の

『
老
子
』
解
釈
は
、
自
説
に
強
く
引
き
付
け
て
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
ほ
か

は
な
か
ろ
う
。

市
し
て
、
か
く
の
如
き
臆
断
の
疑
い
は
、
も
っ
と
も
根
本
的
な
「
道
」
や
「
古

へ
」
の
概
念
に
対
し
て
も
同
様
に
差
し
向
け
得
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
真

淵
が
宝
石
子
』
に
於
い
て
説
か
れ
る
無
為
自
然
な
る
道
の
あ
り
か
た
や
、
尊
古

主
義
的
言
説
に
深
い
共
感
を
寄
せ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
既
に
一
言
し
た
。

真
淵
を
し
て
、
か
か
る
外
来
思
想
の
摂
取
へ
と
踏
み
切
ら
せ
し
め
た
の
は
、
そ

う
し
た
点
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
、

老
子
の
い
う
自
然
や
古
は
、
真
淵
の
考
え
る
そ
れ
と
は
別
物
で
あ
っ
た
と
見
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

『
老
子
』
に
於
い
て
、
道
は
以
下
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

道
の
道
と
す
可
き
は
、
常
の
道
に
非
ず
。
名
の
名
と
す
可
き
は
、
常
の

名
に
非
ず
。

名
無
き
は
、
天
地
の
始
め
。
名
有
り
て
は
、
高
物
の
母
。
(
第
一
章
)

ま
た
、
第
四
章
に
於
い
て
は
、
「
淵
仏
勺
似
高
物
之
{
一
否
、
「
象
帝
之
先
」
と
い

つ
ま
り
、
『
老
子
』
の
い
-
ユ
埠
と
は
、
万
物
に
先
立
つ
根

う
表
現
も
見
え
る
。
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源
的
な
な
に
か
で
あ
り
、
そ
れ
は
万
物
に
先
立
つ
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
名
す

ら
も
な
い
。
そ
し
て
、
本
来
は
名
付
け
る
こ
と
す
ら
で
き
な
い
そ
の
な
に
か
に
、

そ
れ
で
も
な
お
敢
え
て
便
宜
的
に
名
を
与
え
た
も
の
が
「
道
」
な
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
無
為
自
然
と
い
う
あ
り
か
た
は
、
ま
さ
し
く
「
載
営
塊
抱
一
、

能
無
離
平
。
専
気
致
柔
、
能
嬰
児
平
」
と
さ
れ
る
如
き
次
姦
刀
で
も
っ
て
、
万
物

の
基
へ
と
立
ち
帰
る
こ
と
の
謂
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
「
古
」
に
つ
い
て

も
同
様
で
あ
ろ
う
。
老
子
が
「
能
知
古
始
、
是
謂
道
紀
」
と
い
っ
た
こ
の
「
古

始
」
と
は
、
人
類
史
を
遡
及
し
た
先
に
認
め
ら
れ
る
類
の
「
古
」
で
は
な
く
、

「
道
」
に
於
け
る
「
古
」
、
文
字
通
り
の
始
源
を
指
し
て
の
謂
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
老
子
』
に
於
け
る
「
道
」
や
「
自
然
」
、
あ
る
い
は
「
古
」

と
い
う
も
の
は
、
歴
史
的
な
一
範
囲
と
し
て
の
古
代
に
は
限
定
さ
れ
得
な
い
も

の
で
あ
っ
た
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
真
淵
の
説
く
と
こ
ろ

の
そ
れ
ら
は
、

一
様
に
し
て
寓
葉
的
世
界
観
を
体
現
し
た
古
代
と
い
う
、
具
体

的
に
回
定
さ
れ
た
過
去
の
一
臣
画
を
対
象
と
し
た
も
の
で
し
か
な
い
。
こ
こ
に

両
者
の
差
異
は
火
を
見
る
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
真
淵
に
よ
る
『
老
子
』
受
容
は
、
国
学
の
所
謂
「
十
ほ
坦
説
」

に
対
し
て
深
刻
な
-
課
題
を
麓
す
こ
と
に
な
っ
た
。
と
り
わ
け
、
第
一
に
挙
げ
た

点
に
関
連
し
て
、
た
と
え
ど
れ
ほ
ど
「
漢
意
」
だ
「
さ
か
し
ら
」
だ
と
喚
き
立

て
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
詰
ま
る
と
こ
ろ
国
学
思
想
は
老
荘
思
想
の
敷
き
写
し
に

過
ぎ
ぬ
と
い
う
批
判
が
挙
が
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
市
し
て
、
師
に
よ

っ
て
生
み
出
さ
れ
た
一
一
這
般
の
問
題
に
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は

「
古
道
説
」
を
継
承
し
た
本
居
宣
一
長
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
解
決
に
際
し
て
選
択

さ
れ
た
方
途
は
、
彼
の
思
想
の
行
く
先
に
関
し
て
大
き
な
者
吋
味
を
持
つ
も
の
で

も
あ
っ
た
。

一
二
、
老
荘
の
先
に
あ
る
も
の

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
部
で
あ
る
真
淵
の
説
に
対
す
る
批
判
は
、
そ
の
ま
ま

に
弟
子
の
吉
一
長
に
対
し
て
も
向
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、

国
学
の
説
く
と
こ
ろ
は
「
や
〉
も
す
れ
ば
老
子
の
意
に
流
る
」
も
の
で
は
な
い

か
と
い
う
批
判
で
あ
り
、
か
か
る
批
判
は
真
淵
の
思
想
に
限
っ
て
い
え
ば
甘
受

せ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
宣
長
は
自
身
の

国
学
的
言
説
が
者
荘
思
想
と
関
わ
り
を
持
た
ぬ
こ
と
を
断
言
し
、
さ
よ
う
な
批

判
を
峻
厳
に
斥
け
る
次
姦
刀
を
様
々
な
書
物
の
中
で
明
確
に
し
て
い
る
。

か
の
老
荘
が
と
も
は
儒
者
の
さ
か
し
ら
を
う
る
さ
み
で
、
自
然
な
る

を
た
ふ
と
め
ば
、
お
の
づ
か
ら
似
た
る
こ
と
あ
り
、
さ
れ
ど
か
れ
ら
も
、

大
御
紳
の
御
園
な
ら
ぬ
、
悪
圏
に
生
れ
て
、
た
ジ
代
々
の
聖
人
の
設
を

の
み
関
な
れ
た
る
も
の
な
れ
ば
、
ム
自
然
な
り
と
思
ふ
も
、
な
ほ
聖
人
の

意
の
お
の
づ
か
ら
な
る
に
こ
そ
あ
れ
、
よ
ろ
づ
の
事
は
、
紳
の
御
心
よ
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そ
の
御
所
震
な
る
こ
と
を
し
も
、
え
し
ら
ね
ば
、
大
旨
の
甚

く
た
が
へ
る
物
を
や
、
伯

り
出
て
、

ま
づ
老
子
の
自
然
を
申
は
、
虞
の
自
然
に
は
候
は
ず
、
賞
は
儒
よ
り

も
甚
し
く
誼
た
る
も
の
に
候
也
、
も
し
異
に
自
然
を
尊
み
候
は
ば
、
世

中
は
た
と
ひ
い
か
や
う
に
成
行
共
、
成
行
ま
〉
に
ま
か
せ
て
有
べ
き
事

に
こ
そ
候
へ
、
儒
の
お
こ
な
は
る
L

も
、
吉
へ
の
自
然
の
そ
こ
な
ひ
行

も
、
み
な
天
地
自
然
の
事
な
る
べ
き
に
、
そ
れ
を
あ
し
し
と
て
、
古
へ

の
自
然
を
し
ひ
る
は
、
返
り
て
自
然
に
そ
む
け
る
但
事
に
候
也
、

ω

さ
て
か
の
老
荘
は
、
お
の
づ
か
ら
紳
の
道
に
似
た
る
事
多
し
、
こ
れ

か
の
さ
か
し
ら
を
一
献
て
、
自
然
を
尊
む
が
故
也
、

j
i
中
略
γ
l

但
し
か
れ
ら
が
道
は
、
も
と
さ
か
し
ら
を
厭
ふ
か
ら
、
自
然
の
道
を

し
ひ
て
立
ん
と
す
る
物
な
る
故
に
、
そ
の
自
然
は
員
の
自
然
に
あ
ら
ず
、

も
し
自
然
に
任
す
を
よ
し
と
せ
ば
、
さ
か
し
ら
な
る
世
は
、
そ
の
さ
か

し
ら
の
ま
〉
に
て
あ
ら
ん
こ
そ
、
異
の
自
然
に
は
有
ぺ
き
に
、
そ
の
さ

か
し
ら
を
厭
ひ
悪
む
は
、
返
り
て
自
然
に
背
け
る
強
事
也
、

ω

右
に
挙
げ
た
件
な
ど
が
、
宣
一
長
に
よ
る
老
荘
否
定
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
言
及
の
う
ち
に
読
み
取
れ
る
宣
長
の
批
判
の
焦
点
は
、
お
お
よ
そ
二

点
に
絞
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
宣
長
は
ま
ず
、
老
荘
思
想
の
成
立
過
程
に
そ
の
一
一
呂
を

向
け
、
老
荘
の
道
は
「
儒
者
の
さ
か
し
ら
」
を
厭
う
心
情
か
ら
、
そ
れ
を
否
定

す
べ
く
し
て
強
い
て
説
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
「
異
の
自
然
」
で
は

な
い
と
断
ず
る
。
「
聖
人
の
設
を
の
み
関
な
れ
た
る
」
状
態
で
説
か
れ
た
老
荘

の
言
説
は
、
儒
説
を
知
っ
た
上
で
敢
え
て
そ
の
対
立
項
を
為
す
よ
う
に
作
ら
れ

た
も
の
で
あ
り
、
宣
長
に
い
わ
せ
れ
ば
こ
れ
も
ま
た
、
「
さ
か
し
ら
」
の
産
物

と
し
て
「
聖
人
の
意
の
お
の
づ
か
ら
」
の
域
を
出
な
い
の
で
あ
る
。
次
い
で
吉
一

長
は
、
「
口
県
の
自
然
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
も
し
老
荘
が

尊
ぶ
「
自
然
」
が
比
二
か
の
作
為
も
ま
じ
え
ぬ
「
異
の
自
然
」
で
あ
る
な
ら
ば
、

何
事
に
つ
け
て
も
そ
れ
に
従
っ
て
、
「
世
中
は
た
と
ひ
い
か
や
う
に
成
行
共
、

成
行
ま
〉
に
ま
か
せ
」
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
中
国
に
生
ま
れ

中
国
に
生
き
た
老
荘
は
「
儒
の
お
こ
な
は
る
〉
も
、
古
へ
の
自
然
の
そ
こ
な
ひ

行
」
も
、
す
べ
て
天
地
自
然
の
運
行
の
結
果
と
し
て
受
け
入
れ
て
然
る
べ
き
で

あ
り
、
「
さ
か
し
ら
な
る
世
は
、
そ
の
さ
か
し
ら
の
ま
〉
に
て
あ
ら
ん
こ
そ
、

農
の
自
然
」
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
る
に
、
彼
ら
は
そ
の
あ
り
の
ま
ま
の

「
さ
か
し
ら
な
る
世
」
を
厭
う
あ
ま
り
に
、
「
自
然
」
と
い
う
こ
と
を
殊
更
に

言
い
立
て
る
。
だ
が
そ
れ
は
、
「
長
の
自
然
」
を
説
き
曲
げ
た
作
り
事
の
「
自

然
」
で
あ
り
、
結
局
の
と
こ
ろ
「
返
り
て
自
然
に
背
け
る
強
事
」
に
過
ぎ
な
い

の
で
あ
る
。
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宣
長
の
為
し
た
か
よ
う
な
老
荘
批
判
の
言
に
関
し
て
、
古
川
哲
史
が
そ
の
著

室
岡
『
近
世
田
本
思
想
の
研
究
』
に
於
い
て
陸
自
す
べ
き
見
解
を
披
露
し
て
い
る
。

古
川
は
、
既
述
し
た
二
点
の
批
判
内
容
の
う
ち
の
前
半
部
に
つ
い
て
、
「
老
子

は
例
巧
で
信
賓
の
な
い
人
が
は
び
こ
る
世
情
に
ゐ
て
、
人
の
生
く
る
道
を
考
へ

た
の
で
あ
る
。
彼
が
自
然
・
信
賞
に
錆
れ
と
説
い
た
の
は
、
こ
の
力
と
虚
偽
を

排
斥
し
た
か
ら
で
あ
る
。
「
さ
か
し
ら
を
厭
ふ
か
ら
自
然
の
道
を
し
ひ
て
立
テ

ん
と
す
る
物
」
と
い
ふ
批
判
は
首
然
甘
受
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」

ωと
い
い
、

こ
の
点
に
於
け
る
室
長
の
指
摘
は
正
当
で
あ
る
と
の
評
を
下
し
て
い
る
。
次
に

二
点
目
に
つ
い
て
、
古
川
は
前
掲
し
た
『
答
間
録
』
の
内
容
を
引
き
な
が
ら
、

室
長
の
論
点
を
「
も
し
震
に
自
然
を
尊
む
の
な
ら
世
の
中
の
な
り
ゆ
く
ま
〉
に

ま
か
せ
る
べ
き
で
、
古
へ
の
自
然
を
の
み
閤
執
す
る
の
は
自
然
に
そ
む
い
た
強

事
だ
と
い
ふ
の
で
あ
る
」
と
整
理
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
『
答
期
録
』
に

於
い
て
室
長
が
用
い
て
い
る
「
古
へ
の
自
然
」
と
い
う
語
に
着
目
し
て
、

わ
た
く
し
の
知
る
限
り
、
老
子
に
於
い
て
も
、
荘
子
に
於
い
て
も
、

「
古
へ
の
自
然
」
が
回
執
さ
れ
た
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
。

i
iね
ら
合
i
i

仁

協

同

そ
れ
で
老
子
の
自
然
は
心
理
的
学
的
概
念
で
あ
っ
て
、
古
へ
と
い
ふ
如

き
時
間
的
に
眼
定
さ
れ
た
歴
史
的
概
念
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
出

と
分
析
し
た
上
で
、
「
宣
長
の
老
荘
哲
皐
批
判
は
、
明
白
な
誤
解
の
上
に
な

さ
れ
た
と
言
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
更
に

進
ん
で
、
室
長
の
誤
解
し
た
老
荘
哲
学
と
い
う
の
は
実
は
真
淵
の
哲
学
で
あ
り
、

室
長
の
老
荘
批
判
は
す
な
わ
ち
真
淵
批
判
で
あ
っ
た
と
す
る
結
論
を
導
く
の

で
あ
る
。

宣
長
は
必
ず
し
も
老
荘
哲
準
を
誤
解
し
た
の
で
は
な
く
、
老
荘
哲
内
部
ナ

に
こ
と
よ
せ
て
真
淵
の
哲
皐
を
批
判
し
た
の
で
あ
る
。
真
淵
が
お
の
れ

の
山
晶
子
設
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
採
用
し
た
老
荘
哲
皐
は
、
ま
さ
し
く
宣

長
が
批
判
し
た
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
や
〉
っ
こ
し
く
言
へ
ば
、
吉
一
長

は
真
淵
が
理
解
(
賞
は
誤
解
)
し
た
老
荘
哲
皐
を
そ
の
ま
〉
老
荘
哲
皐
と

し
て
批
判
し
、
真
淵
の
哲
向
学
の
病
根
に
メ
ス
を
さ
し
向
け
た
の
で
あ
る
o

h
b
 

こ
の
指
摘
は
、
ま
さ
し
く
慧
眼
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
宣
一
長
が
、

彼
自
身
が
批
判
を
向
け
た
老
荘
思
想
の
内
容
を
し
て
老
荘
思
想
そ
の
も
の
で

あ
る
と
捉
え
て
い
た
か
、
古
川
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
、
官
一
長
の
老
荘
批
判

が
「
誤
解
の
上
に
な
さ
れ
た
」
か
否
か
と
い
う
点
は
、
本
質
的
に
は
問
題
に
な

ら
な
い
。
何
故
な
ら
、
そ
れ
が
意
図
的
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
或
い
は
そ
う
で

な
か
っ
た
と
し
て
も
、
官
一
一
長
の
批
判
の
対
象
が
「
古
へ
の
自
然
を
し
ひ
」
る
思
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想
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
だ
け
は
、
こ
こ
に
歴
然
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
、
我
々
は
既
に
前
節
の
う
ち
に
、
か
か
る
限
定
さ
れ
た
「
古
へ
」
を
理

想
の
自
然
と
し
て
抽
出
し
た
の
が
誰
で
あ
っ
た
か
を
見
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
今
一
度
室
長
に
よ
る
老
荘
批
判
の
言
に
改
め
て
自
を

っ
て
み
よ
う
。

も
し
異
に
自
然
を
尊
み
候
は
ば
、
世
中
は
た
と
ひ
い
か
や
う
に
成
行

共
、
成
行
ま
〉
に
ま
か
せ
て
有
べ
き
事
に
こ
そ
候
へ
、
儒
の
お
こ
な
は

る
、
、
ム
も
、
古
へ
の
自
然
の
そ
こ
な
ひ
行
も
、

み
な
天
地
自
然
の
事
な
る

ぺ
き
に
、
そ
れ
を
あ
し
し
と
て
、
古
へ
の
自
然
を
し
ひ
る
は
、
返
り
て

自
然
に
そ
む
け
る
強
事
に
候
也
、

{
一
日
一
長
の
考
え
る
自
然
と
は
、
た
と
え
そ
れ
が
よ
か
ろ
う
と
悪
か
ろ
う
と
、
成

り
行
き
の
ま
ま
に
任
せ
て
そ
こ
に
手
を
加
え
な
い
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
常
に

あ
り
の
ま
ま
の
現
状
を
肯
定
し
続
け
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
真
の
意
味

で
の
「
天
地
自
然
」
へ
の
随
順
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
如
何
に
現
状
が
酷
い
も
の

で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
人
は
そ
れ
を
受
け
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
抵
抗

し
て
何
ら
か
の
教
説
を
設
け
る
こ
と
や
、
そ
の
教
説
に
よ
っ
て
現
状
の
変
更
を

迫
る
よ
う
な
真
以
を
す
る
こ
と
は
、
た
と
え
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
よ
い
方
向
性
を

有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
畢
寛
自
然
に
背
い
た
「
強
事
」
で
し
か
な
い
の
で

あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
儒
学
の
「
さ
か
し
ら
を
厭
ひ
悪
」
む
こ
と
で
生
ま
れ
た

老
荘
の
説
は
真
の
ー
自
然
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。
「
さ
か
し
ら
な
る
世
は
、
そ
の

さ
か
し
ら
の
ま
と
受
容
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ

と
は
中
国
で
あ
ろ
う
と
日
本
で
あ
ろ
う
と
変
わ
る
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
見
る
と
き
、
右
に
再
掲
し
た
節
に
於
け
る
「
儒
の
お
こ
な
は

る
〉
も
、
古
へ
の
自
然
の
そ
こ
な
ひ
行
も
、
み
な
天
地
自
然
の
事
な
る
べ
き
に
、

そ
れ
を
あ
し
し
と
て
、
古
へ
の
自
然
を
し
ひ
る
は
、
返
り
て
自
然
に
そ
む
け
る

強
事
」
と
い
う
一
文
は
、
宣
長
に
よ
る
一
連
の
老
荘
批
判
の
一
部
と
し
て
あ
り

な
が
ら
、
次
の
瞬
間
に
は
即
座
に
真
淵
思
想
へ
と
転
換
さ
れ
得
る
こ
と
が
諒
解

せ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
儒
学
の
流
入
に
よ
っ
て
自
国
が
「
さ
か
し
ら
」
に
汚
染
さ

れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
真
淵
は
嘆
き
、
「
吉
へ
の
寄
」
か
ら
「
古
へ
の
心
・
詞
」

を
知
る
こ
と
を
通
し
て
、
そ
の
「
さ
か
し
ら
」
に
よ
っ
て
損
な
わ
れ
て
し
ま
っ

た
吉
代
人
の
「
高
く
直
き
心
」
を
得
る
べ
き
で
あ
る
と
説
い
た
。
だ
が
、
宮
一
長

か
ら
す
れ
ば
、
自
国
に
於
い
て
儒
学
が
盛
ん
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
古
へ
」
の
あ
り
さ
ま
が
損
な
わ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と

も
、
何
も
か
も
み
な
「
天
地
自
然
の
事
」
な
の
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
以
上
、

現
状
は
現
状
と
し
て
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ

の
現
状
を
受
け
入
れ
難
き
も
の
と
す
る
真
淵
の
思
想
は
、
ま
さ
に
「
さ
か
し
ら

を
厭
ふ
か
ら
、
自
然
の
道
を
し
ひ
て
立
ん
」
と
し
た
老
荘
思
想
と
変
わ
ら
ぬ
構

造
を
有
し
て
し
ま
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
こ
の
点
に
於
い
て
、
師
で
あ
る
真
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淵
の
「
古
へ
の
道
」
も
ま
た
、
官
一
長
に
と
っ
て
は
「
さ
か
し
ら
」
の
域
を
出
る

も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
な
ぜ
、
宣
長
は
そ
こ
ま
で
徹
底
し
て
「
天
地
自
然
」
に
従
わ
ね
ば

な
ら
な
い
と
考
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
彼
が
、
本
節
冒
頭
に
挙
げ
た
件
の

中
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
よ
ろ
か
つ
の
事
は
、
神
の
御
心
よ
り
出
て
、
そ
の

御
所
属
な
る
こ
と
」
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
彼
に

と
っ
て
、
こ
の
世
の
中
は
良
き
に
つ
け
悪
し
き
に
つ
け
、
万
事
が
「
一
紳
の
御
心
」

に
よ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
神
の
「
御
所
属
」
の
結
果
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

呂
、
室
長
の
「
神
な
が
ら
の
道
」

神
の
所
為
に
た
だ
ひ
た
ぶ
る
に
従
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
こ
そ
が
自
国
に
於
け

る
正
し
き
真
実
の
「
道
」
で
あ
る
と
官
一
長
は
考
え
た
。
市
し
て
、
彼
は
か
か
る

警
Z
古
書
の
謂
に
準
え
て
、
「
紳
な
が
ら
」
と
表
現
す
る
。
す
な
わ
ち
、
官
一

長
の
「
道
」
は
や
が
て
「
神
な
が
ら
の
道
」
と
し
て
語
り
出
さ
れ
る
わ
け
で
あ

る
。
こ
の
「
神
な
が
ら
の
道
」
に
つ
い
て
、
官
一
一
長
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

書
紀
の
難
波
長
柄
朝
廷
御
巻
に
、
惟
一
紳
者
、
謂
一
一
随
紳
道
亦
自
有
神
道

一
也
と
あ
る
を
、
よ
く
思
ふ
べ
し
、
理
屈
に
随
ふ
と
は
、
天
下
治
め
賜
ふ

御
し
わ
ざ
は
、
た
£
紳
代
よ
り
有
こ
し
ま
に
/
¥
物
し
賜
ひ
て
、
い
さ
〉

か
も
さ
か
し
ら
を
加
へ
給
ふ
こ
と
な
き
を
い
ふ
、

さ
て
し
か
神
代
の
ま

に
/
1
1
、
大
ら
か
に
所
知
看
せ
ば
、
お
の
づ
か
ら
紳
の
道
は
た
ら
ひ
て
、

他
に
も
と
む
べ
き
こ
と
な
き
を
、
自
有
一
恵
理
一
と
は
い
ふ
な
り
け
り
、
的

人
が
何
ら
の
作
為
を
も
加
え
る
こ
と
な
く
、
「
紳
代
よ
り
有
こ
し
ま
に
/
¥
t」

あ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
お
の
ず
と
神
の
道
が
働
く
。
そ
し
て
、
我
々
は
た
だ
、
何

事
に
つ
け
て
も
そ
の
よ
し
あ
し
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
神
の
道
の
働
き
の
結

果
と
し
て
そ
の
ま
ま
に
受
け
入
れ
る
ほ
か
は
な
い
。
こ
れ
が
「
紳
道
に
随
ふ
」

こ
と
で
あ
り
、
真
な
る
「
道
」
の
あ
り
か
た
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
善
事
は
と
も
か
く
と
し
て
、
悪
し
き
現
状
を
自
の
前
に
し
て
も
、
そ

れ
に
干
渉
す
る
こ
と
を
放
棄
し
て
甘
受
せ
よ
と
い
う
主
張
は
、
俄
か
に
は
肯
い

難
い
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
「
さ
か
し
ら
」
を
持
ち
込
む
姿
勢
が
斥
け
ら
れ
る

の
は
、
ど
う
い
っ
た
わ
け
で
あ
ろ
う
か
。

そ
も
/
¥
天
地
の
こ
と
わ
り
は
し
も
、
す
べ
て
紳
の
御
啓
潟
に
し
て
、

い
と
も
f
l
tも
妙
に
奇
し
く
、
霊
し
き
物
に
し
あ
れ
ば
、
さ
ら
に
人
の

か
ぎ
り
あ
る
智
り
も
て
は
、
測
り
が
た
き
わ
ざ
な
る
を
、

い
か
で
か
上

く
き
は
め
っ
く
し
て
知
る
こ
と
の
あ
ら
む
、

お
よ
そ
世
の
中
の
す
べ
て
の
こ
と
は
、
そ
れ
が
古
事
で
あ
れ
凶
事
で
あ
れ
、
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一
様
に
「
紳
の
御
一
助
協
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
市
し
て
、
か
か
る
「
御
首
筋
」

は
ほ
か
な
ら
ぬ
「
紳
」
の
μ
持
為
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
「
妙
に
奇
し
く
、
翠
し

き
物
」
で
あ
り
、
人
智
に
よ
っ
て
は
測
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
霊
妙
な
「
紳
の
御
所
属
」
を
前
に
し
て
は
、
人
智
な
ど
懸
小
な
も
の

に
過
ぎ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
人
が
ど
れ
だ
け
そ
の
小
智
を
揮
っ
て
そ
こ
に
「
さ

か
し
ら
」
を
持
ち
込
も
う
と
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
結
局
の
と
こ
ろ
何
の
役

に
も
立
た
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
仮
に
宣
長
の
い
う
通
り
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
世
の
中
に
起

こ
る
凶
事
も
す
べ
て
、
神
の
仕
業
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な

凶
事
を
麓
す
神
に
対
し
て
も
、
人
は
無
抵
抗
に
服
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ

ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
官
一
長
は
「
吉
凶
き
寓
事
、
み
な
こ
と
ご
と
に

紳
の
御
所
属
な
り
」
と
前
置
き
し
た
上
で
、
以
下
の
よ
う
に
続
け
る
。

さ
て
紳
に
は
善
も
あ
り
悪
も
有
て
、
所
行
も
そ
れ
に
し
た
が
ふ
な
れ

ば
、
大
か
た
尋
常
の
こ
と
わ
り
を
以
て
は
、
測
り
が
た
き
わ
ざ
な
り
か

し
こ
の
こ
と
を
さ
ら
に
詳
し
く
述
べ
た
の
が
、
次
の
一
節
で
あ
る
。

凡
て
紳
は
、
偽
な
ど
い
ふ
な
る
物
の
趣
と
は
異
に
し
て
、
善
紳
の
み

に
は
あ
ら
ず
、
悪
き
も
有
て
、
心
も
所
行
も
、
然
あ
る
物
な
れ
ば
、
悪

き
わ
ざ
す
る
人
も
一
瞬
え
、
善
事
す
る
人
も
踊
る
こ
と
あ
る
、
ょ
の
つ
ね

な
り
、
さ
れ
ば
紳
は
、
理
の
嘗
不
を
も
て
、
思
ひ
は
か
る
べ
き
も
の
に

あ
ら
ず
、
た
ジ
そ
の
御
怒
を
畏
み
て
、
ひ
た
ぶ
る
に
い
つ
き
ま
つ
る
べ

き
な
り
、

室
長
の
所
説
に
於
け
る
「
紳
」
は
、
善
神
だ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
ま
た
、

悪
神
上
豆
長
は
こ
れ
を
「
楠
津
田
智
と
呼
ぶ

i
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
世
の
中
に
生
じ
る
吉
事
は
善
き
神
の
所
為
で
あ
り
、
逆
に
凶
事
は
渦
つ

神
の
所
為
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
性
質
こ
そ
違
え
ど
、
両
者
は

と
も
に
「
紳
」
な
の
で
あ
り
、
「
紳
」
で
あ
る
以
上
は
、
ま
さ
し
く
宣
長
が
「
紳

は
、
理
の
嘗
不
を
も
て
、
思
ひ
は
か
る
べ
き
も
の
に
あ
ら
ず
」
と
い
っ
て
い
る

よ
う
に
、
そ
の
「
紳
」
が
為
す
と
こ
ろ
の
行
い
が
如
何
な
る
「
こ
と
わ
り
」
に

よ
る
も
の
で
あ
る
の
か
を
、
我
々
人
間
は
関
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
し

て
や
、
善
に
も
あ
れ
悪
に
も
あ
れ
、
「
妙
に
奇
し
く
、
震
し
き
」
も
の
で
あ
る

「
紳
の
御
所
門
局
の
結
果
に
対
し
て
、
人
が
そ
の
「
さ
か
し
ら
」
を
も
っ
て
変

更
を
迫
る
よ
う
な
態
度
は
、
お
よ
そ
人
の
分
を
わ
き
ま
え
ぬ
越
権
行
為
で
あ
る
。

ゆ
え
に
人
は
、
世
の
中
の
一
切
を
「
紳
の
御
所
属
」
と
し
て
甘
受
し
、
「
た
ジ

そ
の
御
怒
を
畏
み
て
、
ひ
た
ぶ
る
に
い
つ
き
ま
'
つ
る
」
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
る
。

あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
人
智
の
所
産
を
排
除
し
、
か
か
る
「
紳
の
御
所
属
」
に
ひ
た

30 2014 第 20号『求真』



す
ら
随
順
す
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
こ
そ
が
自
国
に
於
け
る
真
実
の
道
、
す
な
わ

ち
「
神
な
が
ら
の
道
」
だ
と
宣
長
は
考
え
た
の
で
あ
っ
た
。

'y.土
11、ロ上

来
論
じ
来
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
、
真
淵
が
い
か
に
強
く
老
荘
思
想
に
共

感
し
、
自
身
の
思
想
に
そ
れ
を
受
容
し
よ
う
と
し
た
か
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て

そ
の
受
容
が
真
淵
留
学
に
於
い
て
自
殺
的
と
も
い
え
る
ほ
ど
の
深
刻
か
つ
致

命
的
な
陥
葬
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
、
か
か
る
師
一
説
の
継
承
者

一
方
に
於
い
て
は
、
老
荘
思
想
と
国
学
思
想
の
関
連

で
あ
る
は
ず
の
室
長
が
、

性
を
否
定
す
る
言
の
う
ち
に
、
師
の
説
を
も
否
定
す
る
立
場
に
そ
の
足
を
着
け

て
い
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
と
考
え
る
。
罰
し
て
、
こ
う
し

た
老
荘
思
想
批
判
を
経
由
し
て
の
師
説
の
否
定
は
、
『
古
事
記
伝
』
第
一
巻
の

捧
尾
に
配
さ
れ
た
、
「
神
な
が
ら
の
道
」
霞
明
の
書
で
あ
る
『
直
毘
霊
』
の
中

に
於
い
て
、
明
確
な
言
辞
を
伴
っ
て
敢
行
さ
れ
て
い
る
。

其
は
た
ジ
物
に
ゆ
く
道
こ
そ
有
け
れ
、
美
知
と
は
、
此
記
に
味
御
路

と
喜
る
如
く
、
山
路
野
路
な
ど
の
路
に
、
御
て
ふ
言
を
添
た
る
に
て
、

た
£
物
に
ゆ
く
路
、
ぞ
、
こ
れ
を
お
き
で
は
、
上
代
に
、
道
と
い
ふ
も
の

は
な
か
り
し
ぞ
か
し
、

ω

そ
も
此
道
は
い
か
な
る
道
、
ぞ
と
尋
ぬ
る
に
、
天
地
の
お
の
づ
か
ら
な

る
道
に
も
あ
ら
ず
、
是
を
よ
く
排
別
て
、
か
の
漢
盟
の
老
荘
な
ど
が
見

と
、
ひ
と
つ
に
な
忠
ひ
ま
が
へ
し
、

ω

「
神
な
が
ら
の
道
」
は
、
「
た
ジ
物
に
ゆ
く
道
」
と
い
う
以
上
の
青
採
を
有

し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
こ
と
ば
の
示
す
通
り
の
た
だ
の
道
で
あ
り
、
我
々
人
間

は
か
か
る
道
の
続
く
ま
ま
に
、
そ
の
上
を
歩
い
て
い
く
し
か
な
い
。
そ
し
て
、

今
と
比
し
て
理
想
的
な
状
態
に
あ
っ
た
上
つ
代
に
さ
え
、
こ
の
道
の
ほ
か
に
は

道
な
ど
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
我
が
自
の
「
道
」
は
、

真
淵
が
上
代
に
見
出
し
た
よ
う
な
「
天
地
の
お
の
づ
か
ら
な
る
道
」
で
す
ら
な

い
。
ま
し
て
や
、
自
国
の
「
道
」
を
老
荘
の
説
に
付
会
す
る
こ
と
な
ど
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
と
宣
長
は
い
う
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
言
及
が
、
真
淵
国
学
へ
の

批
判
で
あ
る
こ
と
は
も
は
や
自
明
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

で
は
な
ぜ
、
宣
長
は
教
え
て
師
説
の
否
定
に
踏
み
切
っ
た
の
か
。
こ
の
点
に

つ
い
て
、
室
長
が
真
淵
に
対
し
て
言
及
し
た
示
唆
深
い
評
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

司
王
勝
間
』
二
の
巻
に
収
め
ら
れ
た
、
「
お
の
れ
あ
が
た
ゐ
の
大
人
の
殺
を
う

け
し
ゃ
う
」
と
題
さ
れ
た
章
に
於
い
て
為
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

さ
て
古
事
記
の
注
稗
を
物
せ
ん
の
心
ざ
し
深
き
こ
と
を
申
せ
し
に
よ
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り
て
、
そ
の
上
つ
巻
を
ば
、
考
へ
給
へ
る
古
言
を
も
て
、
健
字
が
き
に

し
給
へ
る
本
を
も
、
か
し
給
へ
り
き
、
古
事
記
簿
に
、
師
の
設
と
て
引

た
る
は
、
多
く
其
本
に
あ
る
事
ど
も
也
、
そ
も
/
¥
此
大
人
、
古
撃
の

道
を
ひ
ら
き
給
へ
る
御
い
さ
を
は
、
申
す
も
さ
ら
な
る
を
、
か
の
さ
と

し
言
に
の
た
ま
へ
る
ご
と
く
、
ょ
の
か
ぎ
り
も
は
ら
寓
葉
に
ち
か
ら
を

つ
く
さ
れ
し
ほ
ど
に
、
古
事
記
書
紀
に
い
た
り
で
は
、
そ
の
か
む
か
へ
、

い
ま
だ
あ
ま
ね
く
深
く
は
ゆ
き
わ
た
ら
ず
、
く
は
し
か
ら
ぬ
事
ど
も
も

お
ほ
し
、
さ
れ
ば
道
を
設
給
へ
る
こ
と
も
、
こ
ま
か
な
る
こ
と
し
な
け

れ
ば
、
大
む
ね
も
い
ま
だ
さ
だ
か
に
あ
ら
は
れ
ず
、
た
ジ
事
の
つ
い
で

な
ど
に
、
は
し

f
¥い
さ
〉
か
づ
〉
の
た
ま
へ
る
の
み
車
、
又
か
ら
ご
〉

ろ
を
去
れ
る
こ
と
も
、
な
ほ
清
く
は
さ
り
あ
へ
給
は
で
、
お
の
づ
か
ら

猶
そ
の
意
に
お
つ
る
こ
と
も
、
ま
れ
/
¥
に
は
の
こ
れ
る
な
り
、

ω

引
用
部
の
前
半
に
於
い
て
宣
長
が
具
体
例
を
挙
げ
な
が
ら
強
調
す
る
よ
う

に
、
彼
の
国
学
思
想
、
わ
け
で
も
『
古
事
記
伝
』
の
執
筆
を
通
し
て
獲
得
さ
れ

た
「
神
な
が
ら
の
道
」
を
基
調
と
し
た
古
道
観
は
、
真
淵
の
存
在
な
く
し
て
は

あ
り
得
な
か
っ
た
。
真
淵
の
国
学
に
出
会
っ
た
か
ら
こ
そ
、
官
一
一
長
は
『
古
事
一
記
』

研
究
に
進
む
こ
と
が
で
き
た
し
、
そ
の
研
究
の
前
提
と
し
て
不
可
欠
な
「
古
言
」

の
究
明
は
、
真
淵
の
積
み
上
げ
た
寓
葉
研
究
抜
き
に
は
成
立
し
な
か
っ
た
ろ
う
。

ま
た
、
「
漢
意
」
を
払
い
清
め
て
、
も
っ
て
純
然
た
る
自
国
の
文
化
を
明
ら
か

に
す
る
と
い
v

つ
学
問
の
基
本
理
念
は
、
や
は
り
真
淵
か
ら
継
承
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
ゆ
え
に
、
宣
長
は
真
淵
か
ら
受
け
た
学
恩
を
終
生
忘
れ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
し
、
自
身
の
著
書
の
様
々
な
笛
所
で
、
何
度
も
何
度
も
真
淵
の
偉
大
さ
を

説
き
、
且
つ
は
そ
の
偉
大
な
師
へ
の
感
謝
の
念
を
表
明
し
て
い
る
。

だ
が
一
方
で
、
そ
の
偉
大
な
師
で
あ
る
真
淵
も
ま
た
、
「
漢
意
」
を
完
全
に

払
拭
し
き
る
ま
で
に
は
到
っ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
と
宣
長
は
い
う
。
そ
し
て
、

そ
の
「
漢
意
」
の
払
拭
が
十
全
で
な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
、
真
淵
が
「
お
の
づ
か

ら
猶
そ
の
意
に
お
つ
る
こ
と
」
に
な
っ
た
結
果
が
、
老
荘
思
想
の
受
容
で
あ
り
、

或
い
は
そ
の
老
荘
思
想
と
同
様
の
「
さ
か
し
ら
」
を
繰
り
返
す
か
の
如
く
、
儒

学
の
撃
肘
を
嫌
う
あ
ま
り
に
理
想
的
な
上
古
の
あ
り
さ
ま
に
固
執
し
、
「
天
地

の
お
の
づ
か
ら
な
る
道
」
を
強
い
て
立
て
て
し
ま
っ
た
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
だ
が
、
た
と
え
師
説
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
自
分
た
ち
の
襟
携
す

る
思
想
が
峻
厳
に
排
除
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
て
い
る
も
の
、
す
な
わ
ち
「
漢
意
」

と
同
根
の
も
の
で
あ
る
と
気
付
い
て
し
ま
っ
た
以
上
、
も
は
や
宣
長
は
こ
れ
を

黙
殺
し
て
お
く
わ
け
に
は
ゆ
か
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
彼
は
、
師
の
説
を
は

っ
き
り
と
否
定
す
る
と
い
う
行
動
に
出
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
、
そ
れ
は
決
し

て
、
室
長
が
自
己
思
想
の
擁
護
、
保
身
を
函
ら
ん
と
す
る
一
心
か
ら
来
る
も
の

な
ど
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
当
日
一
長
は
、
伺
じ
く
『
玉
勝
間
』
の
中
で
こ

の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
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室
長
は
、
道
を
尊
み
十
口
を
忠
ひ
て
、
ひ
た
ぶ
る
に
道
の
明
ら
か
な
ら

ん
事
を
思
ひ
、
古
の
意
の
あ
き
ら
か
な
ら
ん
こ
と
を
む
ね
と
思
ふ
が
故

に
、
わ
た
く
し
に
師
を
た
ふ
と
む
こ
と
わ
り
の
か
け
む
こ
と
を
ば
、
え

し
も
か
へ
り
見
、
さ
る
こ
と
あ
る
を
、
猶
わ
ろ
し
と
、
そ
し
ら
む
人
は
そ

し
り
て
よ
、
そ
は
せ
ん
か
た
な
し
、
わ
れ
は
人
に
そ
し
ら
れ
じ
、
よ
き

人
に
な
ら
む
と
て
、
道
を
ま
、
げ
、
古
の
意
を
ま
げ
て
、
さ
で
あ
る
わ
ざ

は
え
せ
ず
な
ん
、
こ
れ
す
な
は
ち
わ
が
郁
の
心
な
れ
ば
、
か
へ
り
て
は

師
を
た
ふ
と
む
に
も
あ
る
べ
く
や
、
そ
は
い
か
に
も
あ
れ
、

ω

「
道
を
尊
み
古
を
患
ひ
て
、
ひ
た
ぶ
る
に
道
の
明
ら
か
な
ら
ん
事
を
思
ひ
、

古
の
意
の
あ
き
ら
か
な
ら
ん
こ
と
を
む
ね
と
思
ふ
」
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
が
宣
長

の
自
指
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
か
か
る
信
念
を
有
し
て
い
た
の
は
真
綿

も
同
じ
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
、
真
淵
は
真
に
「
漢
意
」
を
逃
れ
去
る

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
ゆ
え
に
、
吉
の
道
を
明
ら
か
に
す
る
途
上
に
於
い
て
、

自
分
で
も
気
づ
か
ぬ
ま
ま
に
そ
の
「
漢
意
」
に
足
を
捕
ら
れ
、
そ
の
意
に
落
ち

込
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
我
知
ら
ず
陥
っ
た
そ
の
「
漢
意
」
を
師
が
ど
れ

だ
け
厭
う
て
い
た
か
、
こ
の
こ
と
を
誰
よ
り
も
知
っ
て
い
た
の
は
、
ほ
か
な
ら

ぬ
宣
長
で
あ
っ
た
ろ
う
。
さ
れ
ば
、
ど
れ
だ
け
不
遜
と
の
誹
り
を
そ
の
身
に
浴

び
よ
う
と
も
、
愛
す
べ
き
締
が
立
て
、
自
ら
が
継
承
し
た
学
問
の
為
に
は
、
た

と
え
そ
れ
が
師
自
ら
の
説
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
こ
に
泥
み
居
る
わ
け
に

は
ゆ
か
な
い
。
師
の
謬
説
は
、
そ
の
弟
子
に
よ
っ
て
こ
そ
超
克
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
。
そ
し
て
か
か
る
超
克
を
為
す
こ
と
こ
そ
が
、
有
り
余
る
ほ
ど
の
学
患
を

与
え
て
く
れ
た
偉
大
な
師
へ
の
報
患
で
あ
り
、
延
い
て
は
真
に
師
を
尊
ぶ
行
為

と
も
な
る
と
、
官
一
長
は
こ
う
考
え
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

そ
の
音
J

採
で
、
室
長
は
ま
さ
し
く
真
淵
の
弟
子
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

ひ
ぐ
ち

筑
波
大
学
大
学
院
)

た
つ
ろ
う

++占-一=ロ
ω
賀
茂
真
淵
『
採
居
書
簡
趨
編
』
「
某
月
某
日
本
居
宣
長
宛
書
簡
(
明
和
田
年
)
」
(
『
賀

茂
真
淵
全
集
第
二
十
三
巻
』
所
収
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
九
二
)
、
一
二

九
頁
-

ω
三
五
枚
康
高
『
賀
茂
真
淵
』
吉
川
弘
文
館
、

ω
賀
茂
真
淵
『
国
管
邑
(
『
賀
茂
真
淵
全
集
第
十
九
巻
』
所
収
、
続
群
書
類
従
完
成

一
九
六

三
六
)
頁
を
参
照
。

ム耳、

一
九
八

O)、
一四一員。

ω
以
下
、
『
老
子
』
に
つ
い
て
の
引
用
は
す
べ
て
、
蜂
屋
邦
夫
ユ
ポ
庄
『
老
子
』
(
岩
波

書
店
、
二

O
O八
)
に
拠
っ
た
。
な
お
、
引
用
部
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
掌
番

口
す
を
、
「
(
{
〉
章
)
」
の
か
た
ち
で
附
し
た
。

ω
賀
茂
真
綿
『
-
董
邑
(
『
賀
茂
真
淵
全
集
第
十
九
巻
』
所
収
、
続
群
書
類
従
{
ヰ
成
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会
、
一
九
八

O)、
一
八
五
官
弓

ω
堪
氷
光
司
『
老
子
』
朝
日
新
開
社
、

ゆ
鈎
括
弧
内
は
い
ず
れ
も
、
古
川
哲
史
ヲ
在
世
田
本
思
想
の
研
究
』
小
山
書
活
、

九
九
七

一
七
真
。

九
四
八
、
二
二
ニ
r

弓

ω
賀
茂
真
淵
『
誼
盟
邑
(
『
賀
茂
真
淵
全
集
第
十
九
巻
』
所
収
、
続
群
書
類
従
{
一
一
九
成

会
、
一
九
八

O)、
一
二
八
頁
。

ω
福
永
光
司
前
掲
書
、
三
五
二
土
二
五
尋
問
吋

ω
蜂
屋
邦
夫
前
掲
幸
一
貫
二
五
二
弓

ω
本
居
室
長
司
直
毘
母
芭
(
『
本
居
室
長
全
集
第
九
巻
』
所
収
、
筑
摩
書
一
房
、

一九

六
八
)
、
六
二
一
再

ω
本
居
{
一
白
一
長
『
答
間
録
』
(
『
本
居
宣
長
全
集
第
一
巻
』
所
収
、
筑
摩
書
一
局
、

九

六
八
)
、
五
二
七
士
弓

ω
本
居
室
長
『
く
ず
花
』
(
『
本
居
室
長
全
集
第
八
巻
』
所
収
、
筑
摩
書
一
房
、

七二)、

二
ハ
三
頁
口

凶
古
川
哲
史
前
掲
養
二
二

O
頁。

ω
古
川
哲
史
前
掲
蔓
二
二

0
1二
二

ω
古
川
哲
史
前
掲
養
二
二
酉

i
=
一五一男

ω
本
居
室
長
『
直
毘
霊
』
(
『
本
居
宣
長
全
集
第
九
巻
』
所
収
、
筑
摩
書
一
房
、

t

弓

九

(18) 

A>、ノ¥

~ふ
霊玉

吉長
五
O 
~ 

ω
本
居
宣
長
前
掲
費
五
七
罵

ω
木
星
回
一
長
『
玉
勝
巴
(
『
木
居
宣
長
全
集
第
一
巻
』
所
収
、
筑
摩
書
一
局

六
八
)
、
八
七
ナ
弓

ω
本
居
室
長
前
掲
妻
八
八
弓
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