
「
、
准
南
子
』

と

「事」

「
道
」

の

!
ー
そ
の
自
然
法
的
思
惟
を
め
ぐ
っ
て
!
|

序

問
題
の
所
在

『
准
南
子
』
は
、
従
来
様
々
な
角
度
か
ら
研
究
さ
れ
て
来
た
。
だ

が
、
そ
の
思
想
的
性
格
は
複
雑
で
一
概
に
決
定
さ
れ
得
ず
、
な
お
検

討
を
要
す
る
こ
と
が
ら
も
多
い
。
し
か
し
そ
れ
が
、
漢
朝
中
央
に
対

し
て
准
南
王
劉
安
に
よ
り
、
別
の
方
向
か
ら
提
起
さ
れ
た
政
治
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
の
警
で
あ
る
こ
と
は
擁
か
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ

れ
が
、
劉
安
の
死
後
、
漢
代
思
想
史
に
お
い
て
つ
い
に
主
流
的
位
震

に
立
つ
こ
と
な
く
終
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
そ
の
政
治
思
想
蓄
と
し

て
の
性
格
を
象
徴
的
に
表
し
て
い
る
。

従
来
の
見
解
は
、
円
准
南
子
』
が
漢
代
思
想
史
の
現
実
に
お
い
て

有
効
に
機
能
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
劉
安
の
政
治
的
失
敗
は
と
も
あ

れ
、
道
家
思
想
の
採
用
に
よ
る
現
実
認
識
の
性
格
に
大
き
な
原
因
が

ハ
1
〉

あ
っ
た
と
す
る
も
の
が
多
い
。
筆
者
は
こ
れ
ら
の
見
解
の
大
半
を
肯

定
す
る
。
し
か
し
こ
れ
を
単
純
に
道
家
思
想
の
採
用
に
よ
る
政
治
思

辛

賢

想
的
失
敗
の
書
物
と
し
て
し
ま
う
の
に
は
欝
踏
を
覚
え
る
。
武
帝
に

よ
る
本
格
的
な
統
一
政
策
の
推
進
の
中
、
当
時
の
儒
・
法
の
激
し
い

対
立
、
そ
し
て
法
家
・
道
家
結
合
に
よ
る
道
法
思
想
を
掲
げ
る
葉
老

思
想
の
流
行
、
こ
れ
ら
に
対
し
て
劉
安
は
ど
の
よ
う
な
立
場
に
立
と

う
と
し
て
い
た
の
か
。
ま
た
劉
安
の
死
、
繋
太
后
残
後
の
寅
老
追

放
、
武
帝
以
後
の
儒
法
統
治
構
造
の
形
成
、
こ
れ
ら
の
歴
史
の
流
れ

の
中
に
あ
っ
て
円
排
出
南
子
』
は
単
に
政
治
的
失
敗
の
書
と
し
て
の
意

味
し
か
持
た
な
か
っ
た
の
か
。
そ
こ
に
は
も
う
少
し
違
っ
た
意
味
を

見
出
せ
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
問
題
に
対
す
る
解
答
を
求
め
て
、

ま
ず
漢
初
政
治
思
想
の
動
向
を
概
観
す
る
こ
と
か
ら
始
め
、
そ
し
て

そ
の
動
向
下
に
置
か
れ
た
『
准
南
子
』
の
位
置
、
つ
い
で
円
准
南

子
』
の
思
想
を
ミ
埠
」
と
「
事
」
、
さ
ら
に
「
事
」
の
内
容
で
あ
る

「
性
」
と
い
う
面
か
ら
分
析
す
る
。
そ
の
後
、
『
准
南
子
』
と
ほ
ぼ
同

時
期
に
宮
廷
に
盛
行
し
て
い
た
寅
老
思
想
と
対
比
し
、
そ
れ
に
よ
っ
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て
そ
の
思
想
的
性
質
を
よ
り
鮮
明
に
し
よ
う
と
思
う
。

以
下
、
ま
ず
は
漢
初
の
政
治
状
況
を
伺
っ
て
見
る
こ
と
か
ら
始
め

る
こ
と
と
し
た
い
。

漢
初
の
政
治
情
況
と
『
港
南
子
』

漢
初
の
寅
老
思
想
の
盛
行
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
「
餐
太
后
、

黄
帝
・
老
子
言
を
好
め
ば
、
帝
及
び
太
子
、
諸
索
、
黄
帝
・
老
子
を

読
ま
ざ
る
を
得
ず
」
(
『
史
記
』
「
外
戚
世
家
」
)
「
(
蟹
〉
太
后
、
資
老
の

一
一
一
一
口
を
好
む
」
(
『
史
記
』
「
鋭
其
武
安
侯
列
伝
」
)
な
ど
の
記
事
か
ら
知
る

こ
と
が
で
き
る
。
黄
老
思
想
は
普
通
、
秦
の
苛
政
の
後
、
そ
れ
に

反
対
し
て
「
清
静
無
為
」
を
も
っ
て
「
百
姓
を
安
集
」
す
る
こ
と
、

つ
ま
り
社
会
的
安
定
の
も
と
に
寛
緩
な
統
治
を
指
向
す
る
思
想
と
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
実
態
は
、
「
黄
老
の
術
」
を
用
い
て
「
清

静
市
民
自
定
」
「
無
為
休
息
」
の
治
政
を
行
な
っ
た
と
さ
れ
る
曹
参

の
治
政
の
内
容
が
、
「
鶏
何
の
約
束
を
一
遵
す
る
」
(
『
史
記
』
「
前
回
相
国

世
家
」
〉
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
法
治
を
主
と
す
る
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
文
景
期
に
も
苛
秦
に
対
抗
す
る
、

究
や
か
な
政
策
が
標
務
さ
れ
た
が
、
そ
の
実
態
は
「
孝
文
、
本
よ
り

刑
名
の
一
一
一
口
を
好
む
」
(
『
漢
書
』
「
儒
林
伝
」
)
と
い
う
具
合
で
あ
り
、
景

(
2
)
 

帝
は
刑
名
法
術
家
兄
錯
を
重
用
し
、
酷
吏
を
続
々
と
重
用
し
た
の
で

あ
っ
た
。
漢
初
か
ら
文
景
期
に
至
る
新
体
制
の
模
索
に
あ
っ
て
、

「
秦
の
敗
亡
の
因
」
と
し
て
の
法
治
・
苛
政
へ
の
反
対
が
し
き
り
に

呼
ば
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
漢
帝
国
の
根
底
に
は
法
術
主
義

が
強
く
流
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
政
治
は
、
ま
さ
に

「
無
為
清
静
」
と
「
刑
名
法
術
」
が
同
時
に
進
行
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
寅
老
の
盛
行
は
餐
太
后
の
死
を
契
機
に

一
転
す
る
。
建
元
六
年
ハ
前
二
一
五
年
〉
、
太
后
の
残
後
、
政
界
に
復

帰
し
た
武
安
侯
・
由
紛
は
丞
相
と
な
る
や
、
「
寅
老
形
名
百
家
の
一
一
言
、
を

結
ぞ
け
、
文
学
儒
者
数
百
人
を
延
く
」
(
『
漢
書
』
「
儒
林
伝
」
〉
と
、
黄

老
に
大
打
撃
を
与
え
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
儒
教
の
優
位
は
、
指
図

太
后
の
残
す
る
前
年
、
建
元
五
年
の
「
五
経
博
士
」
の
設
置
や
、
武

帝
の
儒
家
系
官
僚
へ
の
信
任
「
上
も
亦
た
こ
れ
(
儒
教
〉
に
獣
う
」

(
「
儒
林
伝
」
〉
な
ど
に
そ
の
兆
し
を
伺
う
こ
と
、
が
で
き
る
も
の
で
あ
っ

た
。
准
南
王
劉
安
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
儒
教
優
位
の
兆
候
は
見

逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
こ
れ
に
つ
い

て
池
田
知
久
氏
は
、
寅
老
・
道
家
を
中
核
と
し
つ
つ
儒
家
を
も
抱
え

込
み
、
西
周
以
来
の
諸
思
想
を
す
べ
て
総
合
し
た
と
自
称
す
る
『
准

南
子
』
は
、
武
帝
の
文
教
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
政
策
に
食
い
込
ん
で
い
く

可
能
性
は
十
分
に
あ
っ
た
と
論
じ
て
い
お
o

た
だ
『
准
南
子
』
の
成

立
時
期
が
従
来
の
説
の
と
お
り
、
武
帝
に
献
上
さ
れ
る
建
元
二
年

(
前
一
三
九
年
〉
と
す
る
と
、
儒
教
の
国
教
化
や
寅
老
追
放
の
事
件
と

の
間
に
は
、
数
年
の
隔
た
り
が
あ
る
。
し
か
し
、
漢
初
の
思
想
界
の
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情
況
を
眺
め
る
と
、
儒
家
は
秦
の
学
問
、
弾
圧
の
力
が
除
か
れ
る
と
共

に
、
着
々
と
復
活
の
気
運
を
見
せ
て
い
た
。
叔
孫
通
に
よ
る
礼
法
整

備
や
資
誌
の
経
世
論
な
ど
は
い
ま
さ
ら
詳
論
す
る
必
要
は
な
い
だ
ろ

う
。
法
家
の
盛
行
は
秦
以
来
の
余
勢
か
ら
し
て
疑
う
こ
と
が
で
き
な

い
と
し
て
も
、
農
業
経
済
的
家
族
社
会
を
根
底
に
す
る
儒
家
の
孝
理

念
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
強
靭
性
は
、
す
で
に
五
経
博
士
設
置
の
以
前

か
ら
一
証
明
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
実
務
行
政
面
で
は
法

治
に
任
ぜ
る
に
し
て
も
、
漢
の
支
配
の
必
然
性
を
明
ら
か
に
し
、
世

人
を
し
て
漢
を
是
認
せ
し
め
、
そ
の
制
度
や
文
化
を
包
蔵
し
う
る
統

一
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
模
索
こ
そ
、
漢
初
以
来
、
儒
教
の
国
教
化
に

至
る
ま
で
の
強
い
政
治
的
要
求
で
あ
っ
た
。
准
南
王
劉
安
は
こ
の
よ

う
な
儒
家
の
理
念
的
性
格
と
そ
の
歴
史
的
な
意
味
を
見
逃
し
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
『
准
南
子
』
は
『
漢
書
』
「
芸
文
志
」
に
雑
家
と
し

て
列
せ
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
「
雑
家
者
流
は
、
蓋
し
議
官
よ
り

出
ず
。
傍
・
墨
を
兼
ね
、
名
・
法
を
合
し
、
国
体
の
此
れ
あ
る
を
知

り
、
王
治
の
貫
ぬ
か
ざ
る
な
き
を
見
る
。
此
れ
そ
の
長
ず
る
所
な
り
j

一

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
芸
文
志
」
の
諮
る
「
儒
・
墨
を
兼
ね
、

名
・
法
を
合
」
す
る
と
こ
ろ
こ
そ
、
実
は
『
准
南
子
』
の
本
質
を
示

す
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
筆
者
に
は
従
来
の
『
准
南
子
』
の
思

想
的
性
格
を
単
に
道
家
思
想
を
中
心
と
す
る
統
一
と
見
る
見
方
は
、

『
准
南
子
』
の
も
つ
多
面
性
、
と
り
わ
け
そ
の
時
代
に
お
い
て
持
つ

て
い
た
積
極
的
側
面
を
看
過
す
る
恐
れ
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
確
か

に
道
家
思
想
は
『
准
南
子
』
全
一
編
の
根
底
に
流
れ
る
基
調
で
あ
る
こ

と
は
間
違
い
な
い
。
ま
た
諸
子
百
家
の
相
当
部
分
を
包
含
し
て
い
る

の
も
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
何
と
言
っ
て
も
、
い
か
に
し
て
『
准
南

子
』
を
秦
以
来
の
法
治
主
義
、
あ
る
い
は
拾
頭
し
つ
つ
あ
っ
た
儒
教

に
対
応
し
て
、
統
一
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
へ
の
強
い
政
治
的
要
求
に
適
応

さ
せ
る
か
、
こ
れ
こ
そ
が
劉
安
の
政
治
的
生
命
を
左
右
す
る
問
題
だ

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
筆
者
は
、
劉
安
が
そ
の
方
策
と
し
て

と
っ
た
立
場
を
、
「
自
然
法
」
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
捉
え
た
い
。

「
自
然
法
」
と
は
、
立
法
な
ど
の
制
度
に
よ
ら
な
い
、
社
会
あ
る
い
は

人
間
の
本
性
に
基
づ
く
法
則
な
い
し
規
範
の
意
で
あ
る
。
明
文
化
さ

れ
、
人
間
に
対
し
て
強
制
力
を
も
っ
実
定
法
に
対
し
て
、
む
し
ろ
人

間
の
本
性
に
根
拠
を
寵
く
、
よ
り
根
源
的
な
法
則
な
い
し
規
範
で
あ

る
。
言
う
ま
で
も
な
く
こ
の
「
自
然
法
」
の
立
場
は
、
法
家
の
実
定

法
思
想
が
意
識
さ
れ
て
い
る
も
の
と
見
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ

を
『
准
南
子
』
に
つ
い
て
言
え
ば
、
実
定
法
的
法
治
に
先
立
ち
、
そ

の
法
治
を
も
内
包
す
る
根
源
的
規
範
の
構
築
を
目
指
し
た
も
の
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
よ
り
具
体
的
に
言
え
ば
、
道
家
思
想

に
由
来
す
る
「
道
」
を
根
底
に
置
き
つ
つ
、
「
事
」
の
世
界
、
そ
れ

は
人
間
の
本
性
を
含
め
た
「
性
」
を
中
心
に
展
開
す
る
世
界
で
あ
る

が
、
そ
う
し
た
世
界
構
造
の
上
で
の
治
世
の
構
想
で
あ
り
た
。
そ
し
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て
そ
の
「
性
」
の
内
容
を
さ
ら
に
突
き
詰
め
る
と
、
そ
れ
は
ほ
と
ん

ど
儒
家
的
な
倫
理
・
道
徳
規
範
に
近
い
も
の
と
言
え
る
も
の
で
も
あ

り
、
従
っ
て
そ
の
治
世
は
、
あ
る
意
味
で
儒
家
的
徳
治
理
念
と
相
当

接
近
し
た
も
の
と
な
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
人
間
の
本
性
を

基
盤
に
、
道
家
・
儒
家
を
融
合
す
る
思
想
構
造
は
、
ま
さ
に
自
然
法

的
な
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
『
准

南
子
』
に
お
け
る
「
道
家
的
統
一
」
の
実
情
は
、
一
つ
に
は
こ
の
よ

う
な
儒
道
融
合
の

J

自
然
法
的
な
立
場
重
視
に
も
と
守
つ
い
て
時
代
に

対
処
し
よ
う
と
し
た
立
場
に
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
そ
こ
で
以
上
の
点
に
つ
い
て
、
以
下
に
詳
し
く
見
て
ゆ
く
こ
と

と
す
る
。

「
道
」
と
「
事
」

『
准
福
子
』
の
原
論
に
当
た
る
「
原
道
訓
」
は
次
の
よ
う
な
文
で

始
ま
る
。

お

お

は

ひ

ら

夫
れ
道
は
、
天
を
覆
い
地
を
載
せ
、
四
方
に
廓
り
、
八
極
に
抵

く
0

・
:
:
・
之
を
植
つ
れ
ば
天
地
に
塞
ち
、
之
を
横
た
う
れ
ば
西

海
に
弥
り
、
之
を
施
せ
ば
無
窮
に
し
て
朝
夕
す
る
一
所
な
し
。
之

の

お

お

を
釘
ば
せ
ば
六
合
を
摂
い
、
之
を
巻
け
ば
一
一
握
に
も
盈
た
ず
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
「
道
」
は
「
天
を
覆
い
地
を
載
せ
、
四
万
に
廓

り
、
八
極
に
訴
き
」
、
そ
れ
を
「
施
せ
ば
無
窮
に
し
て
朝
夕
す
る
所

な
き
」
も
の
で
あ
り
、
ま
た
「
六
合
を
摂
い
」
、
三
援
に
も
盈
た

ぬ
」
も
の
と
い
う
、
超
時
空
間
倒
的
表
象
を
も
っ
て
一
示
さ
れ
る
。
「
道
」

は
超
越
的
普
遍
性
を
持
ち
、
ま
た
絶
対
的
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
訳

で
あ
る
。
し
か
し
『
准
南
子
』
の
意
図
は
、
こ
う
し
た
「
道
」
の
普

遍
性
・
絶
対
性
を
述
べ
る
に
止
ま
ら
な
い
。
「
要
略
説
」
に
よ
れ
ば
、

お
さ

そ
の
意
図
は
「
以
て
天
下
を
統
べ
、
万
物
を
理
め
、
変
化
に
応
じ
、

殊
類
に
通
」
(
「
要
略
説
」
)
守
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
事
実
的
世
界
、
「
事
」

の
世
界
を
統
一
的
に
究
め
る
事
に
も
あ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
「
道
」
に
つ
い
て
は
、
「
道
論
は
至
っ
て
深
し
。
故
に
多
く
之
が

辞
を
為
し
て
、
以
て
其
の
情
を
持
」
ハ
「
要
略
説
」
)
べ
る
必
要
が
あ
る

が
、
ま
た
そ
の
一
方
、
「
事
」
に
つ
い
て
も
「
万
物
は
至
っ
て
衆
し
。

故
に
博
く
之
が
説
を
為
し
て
、
以
て
其
の
意
を
通
」
〈
「
要
略
訓
」
V

じ

さ
せ
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
道
を
言
い

て
事
を
言
わ
ざ
れ
ば
、
別
ち
以
て
世
と
浮
沈
す
る
こ
と
無
く
、
事
を

言
い
て
道
を
ニ
一
一
口
わ
ざ
れ
ば
、
別
ち
以
て
化
と
溌
怠
す
る
こ
と
無
し
」

(
「
要
略
説
」
)
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

で
は
、
こ
の
「
事
」
、
す
な
わ
ち
事
実
的
世
界
と
「
道
」
と
は
、

具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
に
し
て
連
関
を
持
つ
と
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
『
准
南
子
』
は
、
「
天
を
知
り
て
人
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
俗
と
交
わ

る
こ
と
な
く
、
人
を
知
り
て
天
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
道
と
遊
ぶ
こ
と
な

し
」
(
「
人
間
部
」
〉
と
、
人
間
世
界
の
本
質
を
、
天
地
を
貫
く
「
道
」
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に
負
う
も
の
と
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
人
、
生
れ
て
静
な
る
は
天
の

ひ
き

性
な
る
」
〈
「
原
道
訓
」
〉
が
故
に
、
そ
の
「
性
に
率
い
て
行
く
、
之
を

道
と
謂
う
」
(
「
斉
俗
訓
」
)
と
も
ヰ
一
一
口
う
。
す
な
わ
ち
「
道
」
は
事
.
実
の

つ

ら

ぬ

泣
界
を
「
経
紀
あ
り
て
条
貫
く
。
一
の
道
を
得
て
、
千
枝
万
葉
を
連

ぬ
く
」
(
「
仮
真
訓
」
)
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
す
べ
て
の
存
在
者
は

こ
の
「
道
」
と
い
う
普
通
性
の
も
と
に
存
在
す
る
も
の
な
の
で
あ

る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
筆
者
が
注
意
し
た
い
の
は
「
人
生
れ
て
静

な
る
は
天
の
性
」
「
性
に
率
い
て
行
く
、
之
を
道
と
謂
う
」
と
あ
る

点
、
す
な
わ
ち
「
道
」
が
人
間
の
本
性
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
点
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
給
対
的
・
普
遍
的
な
「
道
」
が
、
現
実
に
お
け
る

存
在
者
の
多
様
な
あ
り
方
に
関
わ
っ
て
ゆ
く
場
合
、
具
体
的
に
ど
う

い
う
仕
方
で
そ
れ
を
な
す
の
か
と
い
う
こ
と
を
示
す
例
と
考
え
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。

右
に
見
た
「
人
、
生
れ
て
静
な
る
は
・
:
」
と
か
、
「
性
に
率
い
て

行
く
・
:
」
等
か
ら
す
る
と
、
『
准
南
子
』
は
、
「
性
」
を
人
間
あ
る
い

は
存
在
者
が
本
来
的
に
具
備
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
完
全
な
実
現

を
「
道
」
と
す
る
。
す
な
わ
ち
存
在
者
は
、
「
人
を
以
て
天
に
易
え

る
!
一
ハ
「
原
道
訓
」
)
の
で
は
な
く
、
「
天
に
受
く
る
所
」
(
「
謬
称
訓
」
)
の

「
性
」
を
保
ち
、
「
性
に
反
る
」
(
「
原
道
訓
」
〉
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ

れ
に
よ
っ
て
「
天
」
あ
る
い
は
「
道
」
と
一
体
化
す
べ
き
も
の
と
す

る
。
そ
れ
ゆ
え
す
べ
て
の
人
間
の
由
る
所
は
、
ま
ず
天
与
な
い
し
自

然
的
性
質
と
し
て
の
本
「
性
」
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
次

の
文
に
見
る
よ
う
に
『
准
南
子
』
に
お
け
る
「
性
」
と
は
、
人
間
に

と
っ
て
あ
る
種
の
内
在
的
規
範
と
し
て
機
能
す
る
も
の
で
は
あ
る

が
、
強
制
力
を
も
っ
て
人
間
を
規
制
す
る
も
の
と
は
さ
れ
な
い
。

「
夫
れ
洋
樹
は
水
に
根
ざ
し
、
木
樹
は
土
に
根
ざ
す

0

・
:
絞
龍
は

水
居
し
、
虎
豹
は
山
』
躍
す
。
天
地
の
性
な
り
。
両
木
棺
い
摩
し
て
然

え
、
金
火
相
い
守
り
て
流
け
、
員
、
き
者
は
常
に
転
じ
、
該
き
者
は
主

に
浮
か
ぶ
。
自
然
の
勢
な
り
」
(
「
原
道
訓
」
)
と
、
洋
樹
以
下
、
生
物

の
本
来
の
在
り
方
は
「
天
地
の
性
」
で
あ
り
、
「
両
木
」
「
金
火
」
「
ロ
貝

き
者
」
「
薮
き
者
」
な
ど
の
存
在
者
間
に
発
生
す
る
現
象
的
差
異
は

「
自
然
の
勢
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
理
想
世
界
に
お
け
る
す
べ
て

の
存
在
者
は
「
天
地
の
性
」
と
し
て
の
本
性
を
内
在
し
、
あ
る
特
定

の
条
件
ハ
他
者
と
の
接
触
な
ど
)
の
も
と
で
は
「
自
然
の
勢
」
と
し
て

の
別
の
現
象
を
生
守
す
る
と
い
う
こ
つ
の
面
を
も
っ
。
こ
れ
は
人
間
の

場
合
も
同
様
で
あ
る
。
「
清
浄
活
協
は
、
人
の
性
な
り
。
儀
表
規
矩

も
と

は
、
事
の
制
な
り
。
人
の
性
を
知
れ
ば
、
其
の
自
ら
養
う
こ
と
勃
ら

ず
、
事
の
制
を
知
れ
ば
、
其
の
挙
錯
惑
わ
ず
」
(
「
人
間
訓
」
)
「
知
、

物
と
接
し
て
好
憎
生
ず
、
好
僧
形
を
成
し
て
、
知
、
外
に
誘
わ
れ
、

己
に
反
る
こ
と
能
わ
ざ
れ
ば
、
而
ち
天
理
滅
す
」
(
「
原
道
訓
」
)
「
民

に
好
色
の
性
有
り
、
故
に
大
婚
の
礼
有
り
。
飲
食
の
性
有
り
・
:
、
喜

楽
の
性
有
り
:
・
、
悲
哀
の
性
有
り
・
:
」
〈
「
泰
族
説
」
〉
つ
:
人
の
性
は
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し
ず

邪
無
き
も
、
久
し
く
俗
に
湛
め
ば
別
ち
易
る
。
易
れ
ば
荷
ち
本
を
忘

か
く
の
ご
と

れ
、
若
き
の
性
に
合
す
」
(
「
斉
俗
訓
」
)
と
、
人
の
性
は
本
来
「
清

浄
情
檎
」
な
る
天
の
性
で
あ
る
が
、
外
部
と
の
接
触
に
よ
り
本
来
の

性
質
を
失
う
可
能
性
を
含
ん
で
い
る
。
こ
れ
が
「
自
然
の
勢
」
と
さ

れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
故
『
准
南
子
』
で
は
人
間
の
性
の
中
に

二
つ
の
性
質
を
見
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
人

間
の
も
っ
て
生
れ
た
天
性
、
社
会
的
関
係
を
含
む
喜
怒
友
楽
の
よ
う

な
日
常
的
な
性
が
、
そ
の
二
つ
で
あ
る
。
筆
者
は
こ
れ
ら
の
う
ち
後

者
を
「
事
」
の
世
界
に
お
け
る
人
間
の
性
と
し
て
考
え
る
。
こ
れ
に

か
ん
が

関
連
し
て
は
、
『
准
南
子
』
に
「
古
を
稽
う
る
に
太
初
に
は
、
人
は
無

に
生
れ
、
有
に
形
す
。
形
有
れ
ば
物
に
制
せ
ら
る
。
能
く
其
の
生
る

る
所
に
反
り
、
未
だ
形
有
ら
ざ
る
が
若
き
、
こ
れ
を
真
人
と
謂
う
」

(
「
詮
言
訓
」
)
と
、
人
は
「
無
」
と
い
う
高
次
の
天
性
を
も
っ
て
生
れ

る
が
、
し
か
し
形
を
成
す
そ
の
瞬
間
か
ら
「
物
」
に
捉
わ
れ
、
本
来

の
生
れ
る
一
助
に
反
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
あ
る
。
か
か
る
分
析
は
、

社
会
に
お
け
る
人
間
の
性
を
本
質
的
に
限
界
あ
る
も
の
と
捉
え
る
も

の
で
あ
り
、
非
常
に
現
実
的
な
見
方
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
の
あ
た

り
の
こ
と
を
よ
り
象
徴
的
に
示
す
の
が
「
人
」
と
っ
聖
人
」
と
を
対

照
す
る
議
論
で
あ
る
。

『
准
南
子
』
で
は
上
述
の
文
の
よ
う
に
、
凡
人
に
対
し
て
「
反
性
」

の
不
可
能
を
一
が
し
、
そ
の
限
界
性
を
認
定
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し

て
聖
人
(
真
人
)
は
そ
れ
と
は
全
く
異
な
る
高
次
の
世
界
に
あ
る
と

み
だ

す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
故
に
聖
人
は
、
人
を
以
て
天
を
滑
さ
ず
、
欲
を

以
て
情
を
乱
さ
ず
、
謀
ら
ず
し
て
当
た
り
、
言
わ
ず
し
て
信
に
、
慮

ら
ず
し
て
得
、
為
さ
ず
し
て
成
る
。
精
、
霊
府
に
通
じ
て
、
造
化
者

と
人
を
為
む
」
(
「
原
道
訓
」
〉
「
聖
人
は
無
を
以
て
有
に
応
じ
て
、
・
:

道
と
擦
を
為
し
、
徳
と
制
御
を
為
し
、
:
・
精
神
は
其
の
根
を
守
り
、
死

生
、
己
に
変
ず
る
無
し
。
故
に
至
神
と
白
う
」
(
「
精
神
訓
」
)
「
聖
人

は
水
に
行
く
。
衆
人
は
霜
に
行
く
」
(
「
説
林
訓
」
〉
と
。
こ
れ
ら
で
は

明
ら
か
に
聖
人
と
人
と
の
鵠
に
は
一
線
が
画
さ
れ
て
お
り
、
聖
人
は

超
人
間
的
な
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
聖
人
は
水
の
上
を
歩
む

が
如
く
跡
を
残
さ
ず
、
道
と
一
体
化
す
る
至
神
の
境
地
に
存
す
る
の

で
あ
る
。
吋
准
南
子
』
に
は
こ
の
よ
う
な
聖
人
の
超
越
的
様
相
が
数

多
く
描
か
れ
て
お
り
、
時
に
は
神
仙
の
よ
う
に
、
時
に
は
よ
り
積
極

的
に
現
実
社
会
に
参
加
す
る
政
治
的
色
彩
の
濃
厚
な
君
主
の
姿
と
し

て
、
表
わ
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
聖
人
に
は

「
本
性
を
保
つ
」
こ
と
と
「
人
の
性
に
従
う
」
こ
と
、
こ
の
二
つ
の

こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
の
点
を
以
下
に

検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

静
漠
悟
漁
協
は
、
性
を
養
う
所
以
な
り
、
和
倫
虚
無
は
、
徳
を
養

わ
た

う
所
以
な
り
。
生
を
養
い
て
以
て
世
を
'
経
り
、
徳
を
抱
き
て
以
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て
年
を
終
う
る
は
、
能
く
道
を
体
す
と
謂
う
べ
し
。
〈
「
叔
真
部
」
〉

〈
至
人
は
)
太
廓
の
宇
に
廃
り
、
無
極
の
野
に
悦
び
、
太
皇
に
登

よ
れ

り
、
太
一
に
潟
り
、
太
地
を
掌
握
の
中
に
玩
ぶ
。
(
「
精
神
訓
」
)

静
漠
悟
漁
は
、
性
を
養
う
所
以
な
り
。
和
愉
虚
無
は
、
徳
を
養

う
所
以
な
り
。
生
を
養
い
て
以
て
世
を
経
り
、
徳
を
抱
き
て
以

て
年
を
終
う
る
は
、
能
く
道
を
体
す
と
謂
う
べ
し
。
(
「
叔
真
訓
」
)

こ
れ
ら
は
聖
人
が
性
を
保
ち
養
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
道
と
の
一
体

化
が
可
能
と
な
り
、
そ
れ
は
天
下
(
世
界
)
と
の
一
体
化
に
も
つ
な

が
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
た
だ
し
天
下
と
の
一
体
化
を
言
い
つ
つ

も
、
こ
れ
ら
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
主
に
非
政
治
的
な
道
家
的
色

彩
の
濃
い
聖
人
像
が
諮
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の

よ
う
な
全
性
保
身
の
道
家
的
立
場
も
、
「
事
」
の
世
界
に
つ
い
て
語
る

段
に
な
る
と
、
実
は
そ
の
方
向
を
転
換
す
る
。

「
泰
族
訓
」
に
よ
る
と
、
民
に
は
色
欲
・
喜
楽
・
悲
京
の
性
が
あ

り
、
そ
う
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
つ
い
に
は
冠
婚
喪
祭
な
ど
の
儀
軌

制
度
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
い
る
。
色
欲
・
飲
食
・
悲

亥
は
み
な
「
人
の
性
の
有
す
る
所
に
し
て
、
聖
人
の
一
位
成
す
る
所
な

り
:
:
:
其
の
喜
ぶ
所
に
因
り
て
、
以
て
善
を
勧
め
、
其
の
悪
む
所
に

図
り
て
、
以
て
姦
を
禁
ず
」
(
「
泰
族
訓
」
〉
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て

現
実
(
「
事
」
)
の
世
界
は
「
其
の
性
に
図
れ
ば
、
則
ち
天
下
聴
従
し
、

占民

u
b
M

そ
の
性
に
掠
れ
ば
、
烈
ち
法
綜
く
れ
ど
も
用
い
ら
れ
ず
」
(
「
泰
族
訓
」
)

と
い
う
も
の
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
示
さ
れ
る
「
人
の

性
」
と
は
、
ま
さ
に
日
常
的
な
「
喜
怒
哀
楽
」
で
あ
る
。
そ
し
て

「
泰
族
訓
」
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
聖
人
は
そ
の
「
人
の
性
」
に
従

っ
た
治
政
を
成
す
べ
き
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
「
人
の
性
に
仁
義
の
資
有
る
も
、
聖
王
之
が
法
度
を
為
り
て
之
を

む
か

教
導
す
る
に
非
ざ
れ
ば
、
財
ち
方
に
郷
わ
し
む
べ
か
ら
ず
」
(
「
泰
族

制
」
〉
と
、
人
の
性
に
従
う
治
政
を
論
ず
る
の
で
あ
る
。
聖
人
は
「
本

性
」
を
'
保
つ
と
同
時
に
、
人
の
性
に
従
っ
て
民
を
正
し
い
方
向
へ
導

く
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
聖
人
の
指
導
ま
た
は
教
化
が
重
視
さ

れ
る
所
以
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
人
は
「
事
」
の
世
界
で
は
聖
人

の
よ
う
な
超
越
的
天
性
が
失
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
超
越
的
聖

人
の
重
要
性
を
さ
ら
に
裏
付
け
る
の
は
、
「
凡
そ
人
の
性
、
仁
よ
り

も
貴
き
は
莫
く
、
智
よ
り
も
急
な
る
は
莫
し
。
仁
以
て
質
と
な
し
、

智
以
て
之
を
行
う
」
(
「
主
術
訓
」
〉
と
、
人
の
性
に
対
し
て
儒
家
的
方

向
か
ら
そ
の
重
要
性
を
説
き
つ
つ
、
し
か
し
、
「
仁
義
の
道
徳
よ
り
も

大
な
る
こ
と
能
わ
ざ
る
や
、
仁
義
、
道
徳
の
包
に
在
れ
ば
な
り
」

(
「
説
林
訓
」
)
と
、
結
局
は
「
仁
義
」
を
老
荘
的
「
道
徳
」
の
内
に
包

摂
し
て
い
る
所
で
あ
る
。

し
か
し
、
聖
人
が
人
の
性
に
従
う
と
い
う
点
に
は
、
実
は
も
っ
と

重
要
な
意
味
が
あ
る
。
そ
れ
は
聖
人
が
従
う
べ
き
人
の
性
の
世
界

は
、
兵
体
的
に
は
仁
義
や
智
の
儒
家
的
な
価
値
の
世
界
と
し
て
捉
え
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ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
し
て
筆
者
は
こ
の
点
に
、
『
准

高
子
』
の
重
要
な
一
本
質
が
存
在
す
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、

「
天
下
を
有
し
」
て
民
を
導
く
に
は
、
ま
ず
道
徳
や
全
性
保
身
の
道
家

的
立
場
が
要
請
さ
れ
る
が
、
し
か
し
具
体
的
に
人
を
教
化
し
、
国
家

社
会
を
正
し
い
方
向
に
進
め
る
段
階
に
な
る
と
、
そ
こ
に
は
儒
家
的

価
値
が
必
要
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て

『
准
南
子
』
は
、
「
留
の
存
す
る
所
以
は
仁
義
、
日
疋
な
り
。
人
の
生
く

る
所
以
は
善
を
行
う
こ
と
、
是
な
り
。
菌
、
義
な
け
れ
ば
、
大
な
り

と
雄
も
必
ず
亡
び
、
人
、
諮
問
士
心
無
け
れ
ば
、
勇
な
り
と
難
も
必
ず
依

る
」
ハ
「
主
術
訓
」
)
と
証
し
て
い
る
。
た
だ
し
『
准
南
子
』
は
、
基
本

的
立
場
で
あ
る
道
家
へ
儒
家
的
思
想
を
機
械
的
に
組
み
合
わ
せ
よ
う

と
し
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
儒
家
の
「
三
年
之

喪
」
に
対
し
て
「
走
れ
人
の
及
ば
ざ
る
所
を
強
い
、
市
し
て
偽
を
以

て
情
を
締
く
る
な
り
。
一
一
一
月
の
服
は
、
走
れ
哀
を
絶
ち
て
之
が
性
を

迫
切
す
る
な
り
。
夫
れ
儒
患
一
は
尋
常
の
終
始
に
原
づ
か
ず
し
て
、
務

め
て
以
て
相
反
す
る
の
制
を
行
う
」
(
門
街
俗
訓
」
〉
と
人
の
本
来
の
性

を
抑
圧
す
る
煩
雑
な
儀
式
と
し
て
否
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

『
准
南
子
』
は
こ
の
よ
う
に
儒
家
思
想
全
て
に
対
し
て
肯
定
的
で
は

な
い
が
、
し
か
し
、
儒
家
の
基
本
的
概
念
で
あ
る
「
仁
義
」
な
ど
を

積
極
的
に
取
り
入
れ
た
上
で
人
間
の
社
会
性
を
解
釈
し
て
い
る
。
こ

の
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
『
准
高
子
』
に
現
わ
れ
る

「
道
家
的
統
一
」
と
は
す
べ
て
を
道
家
思
想
に
還
元
し
て
し
ま
う
単

純
な
も
の
で
は
な
く
、
人
間
の
「
性
!
一
、
そ
し
て
社
会
的
場
面
に
お
い

て
は
居
間
家
的
思
想
を
活
か
そ
う
と
し
た
と
い
う
側
面
も
存
在
し
て
い

た
。
次
の
文
は
「
墨
」
を
も
含
め
た
も
の
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る

が
、
そ
の
「
道
家
的
統
ご
の
実
相
の
も
つ
儒
家
的
側
面
を
よ
く
表

わ
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

礼
は
人
の
情
に
因
り
て
之
が
節
文
を
為
し
、
市
し
て
仁
は
拡
に

発
し
て
以
て
容
に
見
わ
す
。
・
:
礼
、
実
に
過
、
ぎ
ず
、
仁
、
恩
に

溢
れ
ざ
る
は
、
治
世
の
道
な
り
。
義
と
は
理
に
循
い
て
宜
し
き

を
行
う
な
り
。
礼
と
は
情
を
体
し
て
文
を
制
す
る
者
な
り
。
:
・

礼
義
を
制
し
、
至
徳
を
行
い
、
而
し
て
儒
墨
に
期
日
り
ず
。

(
「
斉
裕
訓
」
〉
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か
く
し
て
、
『
准
南
子
』
に
お
け
る
「
道
」
と
「
事
」
の
統
一
の
一

側
面
に
は
こ
の
よ
う
な
構
造
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ

と
関
連
し
て
、
東
漢
の
高
誘
の
『
准
南
子
』
「
序
」
の
「
蘇
飛
・
李

尚
・
左
呉
・
回
出
・
雷
被
・
伍
被
・
晋
昌
等
八
人
、
及
び
諸
儒
大
山

小
山
の
徒
と
、
共
に
道
徳
を
講
論
し
、
仁
義
を
総
統
し
て
、
此
の
卦
一
闘

を
著
わ
す
。
其
の
旨
老
子
に
近
く
、
淡
泊
無
為
、
虚
を
踏
み
静
を
守

り
、
経
道
に
出
入
す
」
と
い
う
文
は
、
極
め
て
重
要
な
証
言
と
言
え

る
の
で
あ
る
。

以
上
、
『
准
南
子
』
に
お
け
る
儒
と
道
の
構
造
を
検
討
し
て
き
た



が
、
そ
れ
で
は
一
方
、
儒
法
統
治
構
造
の
形
成
と
い
う
側
面
か
ら
見

た
場
合
、
円
准
南
子
』
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
位
援
に
あ
っ
た
の
か
。

以
下
、
そ
れ
に
つ
い
て
「
道
家
的
統
一
」
と
し
て
の
『
准
南
子
』
の

自
然
法
的
立
場
と
、
寅
老
の
『
経
法
』
と
を
対
照
し
つ
つ
、
検
討
す

る
こ
と
に
し
た
い
。

『
経
法
』
と
『
港
南
子
』

寅
老
思
想
の
特
徴
は
、
道
法
折
衷
、
つ
ま
り
道
家
思
想
と
法
家
思

想
と
の
折
衷
融
合
に
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
理
論
体
系
の
根
幹
は
、
道

i
法
i
人
間
(
君
主
)
と
い
う
構
造
に
あ
る
と
考
え
込
b
れ
て
き
た
。

そ
し
て
こ
の
理
論
体
系
に
お
け
る
法
は
、
韓
非
子
流
の
実
定
法
的
法

と
は
性
質
、
が
異
な
り
、
む
し
ろ
「
自
然
法
」
的
傾
向
を
持
つ
と
い
う

(
4〉

指
摘
も
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
筆
者
は
、
「
自
然
、
法
」
が
人
間
の

生
来
の
本
性
に
基
づ
く
規
範
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
果
た
し
て
黄
老
の

法
思
想
は
「
自
然
法
」
的
な
も
の
と
解
釈
で
き
る
の
か
と
い
う
疑
問

を
捨
て
切
れ
な
い
。

寅
老
の
文
献
で
あ
る
『
経
法
』
の
「
道
法
ー
一
に
よ
る
と
、
そ
こ
で

は
「
刑
(
形
)
名
す
で
に
立
ち
、
芦
号
す
で
に
建
て
ば
、
迩
を
逃
れ

て
正
を
覆
す
所
な
し
」
「
名
実
相
応
ず
れ
ば
刻
ち
定
ま
り
、
名
実
相

応
ぜ
ざ
れ
ば
別
ち
争
う
」
(
『
経
法
』
「
論
」
)
と
、
形
名
・
名
実
の
重
要

性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
「
形
名
」
概
念
は
、
従
来
、
法

家
の
い

J
M
W
る
名
実
参
験
的
形
名
論
の
そ
れ
と
は
異
質
で
あ
る
と
さ

れ
て
き
た
が
、
そ
の
理
由
は
法
家
者
流
で
は
名
と
形
(
実
)
と
が
対

比
関
係
に
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
思
想
的
枠
組
が
完
結
し
て
い

る
の
に
対
し
て
、
葉
老
思
想
の
「
形
名
」
は
、
そ
れ
ら
が
一
体
と
な

っ
て
「
道
」
に
対
す
る
も
の
と
し
て
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
。
す
な
わ
ち
「
見
知
の
道
は
、
唯
だ
虚
に
し
て
有
る
こ
と
元
し
。

虚
に
し
て
有
る
こ
と
元
け
れ
ば
、
秋
喜
之
を
成
す
も
、
必
ず
形
名
有

り
。
形
名
立
た
ば
、
別
対
ち
黒
自
の
分
己
む
」
(
『
経
法
』
「
道
法
」
)
の
ご

と
く
、
存
在
者
と
し
て
の
実
体
な
き
道
が
、
万
物
を
形
名
と
し
て
お

の
ず
か
ら
成
立
さ
せ
る
も
の
と
い
う
、
形
名
に
と
っ
て
「
道
」
こ
そ

が
本
質
で
あ
り
、
「
道
」
と
形
名
と
で
一
つ
の
枠
組
を
成
す
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
「
道
」
の
概
念
が
そ
の
背

景
に
認
定
さ
れ
る
と
し
て
も
、
寅
老
思
想
が
法
術
と
し
て
機
能
す
る

側
面
を
も
っ
以
上
、
そ
の
形
名
こ
そ
が
事
実
上
最
も
重
要
で
あ
り
、

ま
た
本
質
的
で
あ
る
。
「
見
知
の
道
」
は
、
形
名
を
媒
介
に
し
て
こ

そ
そ
の
意
義
が
成
立
す
る
し
、
法
術
も
形
名
に
よ
っ
て
こ
そ
具
体
的

に
機
能
す
る
。
そ
し
て
、
い
か
に
「
道
、
法
を
生
ず
〈
『
経
法
』
「
違

法
」
〉
と
言
っ
て
も
、
結
局
は
「
法
」
と
し
て
働
く
も
の
で
あ
る
以

上
、
そ
こ
に
は
形
式
的
妥
当
原
烈
が
機
能
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ

に
実
定
法
的
「
形
式
主
義
」
が
発
生
す
る
こ
と
は
必
然
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
『
准
南
子
』
は
ど
う
か
。
こ
こ
で
は
寅
老
の
形
名
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に
対
応
し
て
「
形
」
と
い
う
諾
の
用
例
を
検
討
し
て
見
る
。

「
原
道
訓
」
に
よ
る
と
、
「
夫
れ
性
命
は
、
形
と
倶
に
其
の
宗
よ
り

出
づ
。
形
備
わ
り
て
性
命
成
り
て
好
憎
生
ず
。
:
・
形
神
気
志
、
各
々

其
の
宜
し
き
に
居
り
て
、
以
て
天
地
の
為
す
所
に
髄
う
。
夫
れ
形
は

生
の
舎
な
り
、
気
は
生
の
充
な
り
、
神
は
生
の
制
な
り
」
と
、
「
形
」

は
性
命
と
と
も
に
「
道
」
か
ら
発
す
る
も
の
の
、
そ
の
機
能
は
、

「
性
命
」
の
成
立
を
支
え
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
「
生
の
舎
」
と
し

て
、
「
気
」
「
神
」
と
と
も
に
「
性
」
の
現
実
性
を
支
え
る
も
の
と
い

う
性
格
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
立
つ
人
(
真
人
〉
、
形
を
革

む
る
こ
と
有
れ
ど
も
、
心
を
損
ず
る
こ
と
無
く
:
」
(
「
精
神
訓
」
〉
と

か
、
あ
る
い
は
「
夫
れ
人
の
世
に
拘
わ
る
や
、
必
ず
形
繋
が
れ
て
神

世
る
、
放
に
虚
に
免
れ
ず
」
(
「
倣
真
訓
」
)
、
ま
た
「
故
に
形
は
摩
す

る
有
れ
ど
も
、
神
は
未
だ
嘗
て
化
せ
守
さ
れ
ば
、
不
化
を
以
て
化
に
応

じ
千
変
万
診
し
て
、
未
だ
始
め
よ
り
極
り
有
ら
ず
」
ハ
「
精
神
訓
」
〉
と

も
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
『
准
南
子
』
の
場
合
、
「
形
」
は

「
心
」
「
気
」
「
衿
」
な
ど
と
関
わ
り
つ
つ
、
「
性
命
」
を
成
立
せ
し
め

る
と
こ
ろ
の
前
提
的
概
念
と
さ
れ
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
い
わ
ば

根
拠
の
ご
と
き
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
『
准

南
子
』
の
「
形
」
は
、
黄
老
の
「
形
名
」
の
「
形
」
と
は
異
な
り
、

「
道
」
に
よ
る
道
家
的
生
成
論
の
文
脈
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
も
の

で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
「
道
」
と
、
「
性
命
」
の
実
際
的
場
面

で
あ
る
人
間
の
実
践
と
の
関
係
に
つ
い
て
言
え
ば
、
「
道
」
は
ま
ず
、

存
在
者
に
お
い
て
「
性
」
と
し
て
現
わ
れ
、
そ
の
性
は
現
実
の
「
事
」

の
世
界
で
は
、
本
源
的
な
「
性
」
と
現
象
的
な
「
性
」
と
の
荷
面
性

を
内
包
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
人
間
は
、
本
源
的
な
「
性
」

を
有
す
る
聖
人
の
教
化
に
よ
っ
て
現
象
的
「
性
」
か
ら
「
生
れ
て
静

な
る
」
本
源
的
「
性
」
に
回
帰
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
以

上
、
『
准
南
子
』
の
「
形
」
は
、
規
範
を
人
間
の
本
性
に
基
づ
く
も

の
と
す
る
自
然
法
的
立
場
に
お
い
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ

た。
一
方
、
「
道
」
に
つ
い
て
言
え
ば
、
黄
老
思
想
の
場
合
、
「
道
」
の

現
実
態
と
し
て
提
起
さ
れ
る
の
は
実
は
「
法
」
、
つ
ま
り
実
定
法
的

諸
規
範
で
あ
っ
た
。
「
道
」
は
法
源
と
し
て
こ
の
法
の
背
景
に
存
在

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
「
道
」
の
現
実
態
が

法
で
あ
る
以
上
、
そ
の
規
範
に
従
わ
ぬ
も
の
の
存
在
が
前
提
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
必
ず
強
制
力
が
伴
わ
れ
る
。
そ
し
て
黄

老
の
法
の
こ
う
し
た
強
制
約
な
性
格
は
、
「
極
(
さ
だ
め
)
を
過
ぎ
、

蛍
を
失
わ
ば
、
天
将
に
狭
を
降
さ
ん
と
す
。
人
強
く
し
て
天
に
勝
た

ば
、
撰
み
避
け
て
当
た
る
こ
と
勿
れ
」
Q
経
法
』
「
国
次
」
〉
「
極
陽
に
、

外
に
殺
し
、
極
陰
に
、
内
に
生
ず
れ
ば
、
己
に
陰
陽
に
逆
ら
い
、
又

た
其
の
位
に
逆
ら
う
。
大
な
れ
ば
則
ち
国
は
亡
び
、
小
な
れ
ば
刻
ち

身
は
其
の
狭
を
受
く
」
〈
『
経
法
』
「
四
度
」
〉
な
ど
に
よ
く
表
わ
れ
て
い
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る
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
「
人
強
く
し
天
に
勝
た
ば
:
止
と
、
人
為
的

な
突
定
法
の
可
能
性
す
ら
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
道
」
は
法

の
平
衡
、
つ
ま
り
バ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

「
化
に
応
ず
る
道
は
、
平
衡
に
し
て
止
む
。
軽
震
一
称
わ
ざ
る
は
、
是
を

道
を
失
う
と
議
う
」

Q
経
法
』
「
選
法
」
〉
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
法
の

バ
ラ
ン
ス
あ
る
機
能
こ
そ
が
「
道
」
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て

も
「
道
」
よ
り
も
法
の
方
が
本
質
的
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
は
現

ら
か
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
法
の
バ
ラ
ン
ス
と
「
道
」
と
の
関
係
は

「
法
は
権
ハ
平
衡
〉
よ
り
出
で
、
権
は
道
よ
り
出
づ
」
と
す
る
忍
…
尚

子
』
「
心
術
上
」
の
思
想
に
淵
源
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
黄

老
は

2
百
子
』
と
は
異
な
り
、
や
は
り
本
質
的
に
は
法
を
中
心
と
す

〈

6
〉

る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
さ
ら
に
確
認
の
た
め
に
、
可
准
南
子
』
に
お
い
て
法
は
ど

の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
か
を
見
て
み
た
い
。
「
主
術
部
」
に
よ

る
と
、
「
法
と
は
天
の
随
一
す
に
非
ず
、
地
の
生
ず
る
に
非
ず
、
人
間
に

発
し
て
、
反
り
て
以
て
自
ら
立
す
」
と
一
一
一
一
向
い
、
法
の
人
為
性
を
強
調

す
る
。
さ
ら
に
そ
の
法
に
つ
い
て
、
同
じ
「
主
術
部
」
に
、
「
刑
罰

は
以
て
風
を
移
す
に
足
ら
ず
。
殺
毅
は
以
て
姦
を
禁
ず
る
に
足
ら
い

ハ
「
主
続
部
」
〉
ぬ
も
の
と
ヰ
出
回
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
「
法
は
在

り
と
離
も
、
必
ず
取
引
一
を
待
ち
て
後
に
治
ま
り
、
律
は
具
わ
る
と
駿

も
、
必
ず
耳
を
待
ち
て
後
に
聴
く
。
故
に
閣
の
存
す
る
所
以
は
、
法

有
る
を
以
て
に
非
ず
、
賢
人
有
る
を
以
て
な
り
。
そ
の
亡
ぶ
る
所
以

は
、
法
無
き
を
以
て
に
非
ず
。
賢
人
無
き
を
以
て
な
り
」
(
「
泰
族
説
」
〉

と
し
、
ま
た
「
其
の
性
に
間
れ
ば
、
別
問
ち
天
下
聴
従
し
、
其
り
性
に

排
れ
ば
、
知
ち
法
綜
く
れ
ど
も
用
い
ら
れ
や
す
い
(
「
泰
族
説
」
)
と
、
法

よ
り
も
「
製
人
」
「
緊
人
」
「
性
」
の
優
先
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

寅
老
思
想
と
は
明
ら
か
な
相
違
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

以
上
、
寅
老
の
場
合
、
三
議
」
は
そ
の
「
法
」
の
根
源
と
な
る
も

の
と
し
て
重
要
な
る
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
し
か
し
あ
く
ま
で
も
本

質
的
重
要
性
は
強
制
約
機
能
を
有
す
る
「
法
」
に
置
か
れ
て
い
た
。

こ
れ
に
対
し
て
『
准
南
子
』
の
「
道
」
は
生
成
論
の
根
源
で
は
あ
る

が
、
そ
れ
と
向
時
に
、
人
間
に
内
在
す
る
「
本
性
」
と
し
て
壁
一
人
・

賢
人
に
よ
る
人
間
の
完
成
を
進
め
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
「
事
」

の
世
界
を
完
成
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
を
端
的
に
一
一
一
一
口
え

ば
、
寅
老
に
お
い
て
は
実
定
法
的
観
念
に
第
一
の
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ

が
あ
っ
た
が
、
一
万
円
准
南
子
』
は
む
し
ろ
自
然
法
的
性
格
を
重
視

す
る
も
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
が
「
各
々
之
(
性
〉
を
其
の

適
す
る
所
に
用
い
、
之
を
其
の
笠
し
き
所
に
施
せ
ば
、
郎
ち
万
物
一

斉
に
し
て
相
退
ぐ
る
に
由
無
」
ハ
「
斉
俗
説
」
〉
く
、
「
比
れ
に
由
り
て

之
を
観
れ
ば
、
物
に
は
資
残
無
」
ハ
「
斉
俗
説
」
〉
い
天
下
を
成
し
遂
げ

ん
と
し
て
、
劉
安
が
提
出
し
た
根
本
的
理
念
だ
っ
た
と
一
一
一
一
口
え
る
で
あ

ろ
う
。
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四

結

宮町一

「
無
為
清
静
」
と
「
別
名
法
術
」
が
同
時
に
進
行
し
て
い
た
漢
初
の

情
勢
か
ら
、
武
帝
期
に
は
漸
く
中
央
集
権
的
政
治
制
度
が
完
成
を
見

せ
は
じ
め
、
秦
の
そ
れ
と
は
異
な
る
漢
帝
国
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

を
儒
法
構
造
と
し
て
理
論
化
す
る
こ
と
が
急
が
れ
て
い
た
。
そ
の

時
期
、
准
南
玉
劉
安
が
賓
客
・
方
術
の
士
数
千
人
を
招
致
し
て
著
作

さ
せ
た
も
の
が
『
准
南
子
』
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
代
の
中
に
あ
っ
て

『
，
注
南
子
』
が
目
指
し
た
も
の
を
追
求
し
、
そ
の
政
治
的
内
包
、
す
な

わ
ち
法
に
対
す
る
態
度
を
黄
老
思
想
と
の
対
照
に
お
い
て
明
ら
か
に

す
る
こ
と
が
以
上
の
論
点
で
あ
っ
た
。

そ
の
点
に
つ
い
て
、
要
約
的
に
ま
と
め
る
と
、
寅
老
思
想
の
場

合
、
そ
れ
は
ひ
と
ま
ず
道
の
思
想
が
重
視
さ
れ
、
ま
た
道
の
立
場
に

立
ち
返
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
は
い
た
が
、
し
か
し
よ
り
重
要
な
も

の
と
さ
れ
る
「
形
名
」
は
、
本
質
的
に
あ
ら
ゆ
る
政
治
的
判
断
を
下

す
た
め
の
現
実
的
妥
当
原
刻
と
し
て
働
く
も
の
で
あ
っ
て
、
結
果
的

に
は
法
家
と
同
様
の
実
定
法
的
性
格
の
強
い
思
想
で
あ
っ
た
。
こ
れ

に
対
し
て
『
准
南
子
』
の
忠
惣
は
、
人
間
の
内
在
的
本
性
に
密
着
す

る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
「
形
」
や
「
法
」
の
非
本
質
性
を
論
ず
る
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
『
准
南
子
』
は
「
法
」
と
は
人
間
の
意
志
に

よ
っ
て
制
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
「
法
」
に
と
っ
て
重
要
な

も
の
は
結
局
「
人
間
」
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
も
い
た
。
そ
れ
ゆ

え
『
准
南
子
』
は
む
し
ろ
「
法
」
を
司
る
人
間
の
本
性
を
養
う
こ
と

こ
そ
が
、
本
来
人
間
が
準
ず
べ
き
規
範
で
あ
る
と
見
て
い
た
と
言
え

る
で
あ
ろ
う
。

武
帝
以
後
の
漢
靭
の
嬬
法
的
統
治
構
造
は
、
儒
の
も
と
に
法
を
置

く
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
黄
老
の
実
定
法
性
を
そ
の
基
底
に

継
承
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
漢
帝
国
の
中
央
集
権
的

統
治
思
想
の
根
幹
に
は
、
「
法
」
の
意
識
が
確
国
と
し
て
据
え
ら
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。
『
准
南
子
』
は
、
こ
れ
に
対
し
て
「
法
」
と
は
一

線
を
画
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
以
後
の
漢
代
思
想
史
に
お
い
て
主
流

的
位
置
に
立
つ
こ
と
な
く
終
っ
た
の
も
、
あ
る
意
味
で
必
然
的
な
こ

と
で
あ
っ
た
。

で
は
、
『
准
南
子
』
の
自
然
法
的
思
惟
は
以
上
の
よ
う
に
武
帝
以
後

の
儒
法
構
造
に
対
し
て
、
失
敗
の
意
味
し
か
持
た
な
か
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
筆
者
は
そ
の
よ
う
に
は
思
わ
な
い
。
『
准
南
子
』
が
儒

家
・
道
家
の
構
造
に
お
い
て
提
示
し
た
と
こ
ろ
の
、
儒
家
思
想
の
も

つ
政
治
的
社
会
的
機
能
は
、
ま
さ
に
「
事
」
の
世
界
に
あ
っ
て
は
超

越
的
な
「
道
」
よ
り
も
、
よ
り
現
実
的
・
実
際
的
な
意
味
を
も
っ
て

い
た
。
道
家
的
に
規
定
さ
れ
て
い
た
聖
人
も
、
そ
の
内
包
を
儒
家
的

に
転
換
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
む
ず
か
し
い
事
と
は
忠
わ
れ
な

い
。
そ

L
て
そ
れ
ら
の
こ
と
は
、
拾
頭
し
つ
つ
あ
っ
た
儒
家
思
想
の
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政
治
的
可
能
性
を
一
一
層
広
げ
る
方
向
に
応
用
可
能
な
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
れ
は
寅
老
の
道
法
構
造
に
対
し
て
、
道
と
儒
と
を
置
換
し
て

儒
法
構
造
に
す
れ
ば
、
よ
り
現
実
的
な
政
治
思
想
を
導
き
う
る
と
い

う
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
い
え
ば
、

そ
の
儒
法
構
造
に
お
い
て
は
、
「
道
」
と
い
う
超
越
的
存
在
が
解
消

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
君
主
に
一
一
層
強
大
な
直
接
的
権
限
を
与
え

得
る
可
能
性
も
存
在
し
て
い
た
。
『
准
南
子
』
の
思
想
が
当
時
の
現

実
に
対
し
て
持
っ
た
一
つ
の
重
要
な
意
義
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

黄
老
の
道
法
構
造
か
ら
、
武
帝
以
後
の
儒
法
構
造
へ
の
変
遷
と
い

う
歴
史
的
過
程
に
あ
っ
て
、
『
准
南
子
』
は
実
定
法
へ
の
消
極
的
ス

タ

γ
ス
の
た
め
、
表
層
的
に
は
政
治
的
失
敗
の
書
と
し
て
終
ら
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
。
だ
が
そ
の
深
層
に
お
い
て
、
『
准
南
子
』
の
自
然

法
的
思
惟
は
、
実
は
そ
の
歴
史
的
過
程
を
推
進
さ
せ
る
重
要
な
働
き

を
為
し
て
い
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

注ハ
1
〉
内
山
俊
彦
「
漢
代
思
想
史
に
お
け
る
異
端
的
な
る
も
の
」
(
『
山
口
大

学
文
学
会
士
山
』
十
六
!
一
、
一
九
六
五
〉
、
池
田
知
久
弓
准
南
子
』
要
略

篇
に
つ
い
て
」
(
『
池
田
末
利
博
士
古
稀
記
念
東
洋
学
論
集
』
一
九
八

0
1

赤
塚
忠
「
劉
安
」
(
『
中
国
の
思
想
家
』
動
車
書
一
房
、
一
九
七
一
ニ
)
。

ハ
2
〉
「
孝
景
の
持
、
晃
錯
、
刻
、
深
に
し
て
頗
る
術
を
用
う
る
を
以
て
、
そ

の
資
を
輔
く
。
一
間
る
に
七
習
の
乱
発
す
れ
ば
錯
を
怒
る
。
錯
、
卒
に
致
せ

ら
る
」
ハ
『
漢
書
』
「
酷
吏
伝
」
)
。

(
3
〉
「
准
南
子
の
成
立

i
史
記
と
漢
書
の
検
討
」
ハ
『
東
方
学
』
第
五
九
韓
、

一
九
八

O
〉

ハ4
〉
浅
野
裕
一
『
黄
老
道
の
成
立
と
展
開
』
創
文
社
、
一
九
九
二
)
及
び

金
谷
治
「
古
侠
書
「
'
経
法
」
等
四
篤
に
つ
い
て
」
(
『
加
賀
栄
治
博
士
退
官

記
念
中
国
文
史
哲
学
論
集
』
講
談
社
、
一
九
七
九
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所
収
)
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照
。

(
5
〉
金
谷
氏
前
掲
論
文
、
浅
野
氏
前
掲
書
参
照
。

(

6

)

こ
の
こ
と
に
関
し
て
金
谷
氏
は
「
心
術
上
」
で
は
道
に
重
点
が
あ
り
、

「
経
法
」
で
は
法
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
(
金
谷
氏

前
掲
論
文
〉

〈
筑
波
大
学
大
学
院
〉
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