
＼

魂
晋
交
迭
の
際
に
お
け
る
老
荘
思
想
の
展
開
.+
っ
rZ
て
/

′

=J

@

､＼上

嘉

＼

賓

】

正

･始

時

代

曹
操
に
よ
っ
て
峯
を
お
か
れ
た
魂
玉
堂
が
そ
の
統
制
力
を
有
し
た

の
は
'
文
帝

･
明
帝
の
間
わ
ず
か
二
十
年
ぼ
か
-
で
あ
り
'
次
の
斉

P

三
芳
の
代
に
な
る
と
'
は
や
豪
族
政
治
の
形
を
呈
し
て
き
た
｡
嘗
時

中
央
に
あ
り
て
豪
族
の
親
帥
た
り
し
者
は
曹
爽
と
司
馬
蕗
で
あ
り
'

両
派
の
間
に
は
猛
烈
な
暗
闘
が
-
り
返
さ
れ
た
O
そ
の
中
先
づ
権
勢

【iiZl

を
執
り
し
も
の
は
曹
爽
で
あ
POM.
曹
爽
は
聾

が
壷
の
出
で
あ
り
'
明

帝
の
臨
終
に
嘗
-
大
将
軍
を
挿
し
'
太
尉
司
馬
虫
と
共
に
遺
詔
を
う

け
jJ
少
主
奔
三
芳
を
輔
け
る
こ
と
を
委
嘱
さ
れ
た
O
こ
の
帝
王
芳
の

初
め
十
年
間
が
正
始
時
代
で
あ
る
｡
曹
爽
は
先
づ
'
何
重

･
部
鞄

･

李
勝

･
丁
誰

･
畢
軌
ら
､
さ
き
に
明
帝
か
ら
浮
華
の
士
と
し
て
追
放

乃

さ
れ
た
人
々
を
救
い
あ
げ
て
自
己
の
服
臣
と
し
た
｡
そ
の
中
に
は
何

鼻
の
如
き
思
想
家
が
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
.
伺
曇
ら
諸
人
は
爽

を
推
戴
L
で
賓
樺
の
掌
握
に
つ
と
め
.-
司
馬
畝
を
敬
遠
し
て
太
侍
と

-

-

-
碧

雲

す
こ
-

-

し
尭
･
-何
雷

倍
音
と
軒

f

て
選
馨
を
司
り
'
彼
と
嘗
誠
の
も
の
が
多
-
稜
擢
さ
れ
て
不
公
平
を

野

極
め
票

,
.～
の
背
後
に
は
部
褐
ら
も
関
連
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
.

I

何
鼻
は
曹
爽
の
威
を
借
り
て
官
物
を
盗
み
t
.桑
田
数
百
頃
を
取
り
て
.

～

産
業
を
患
こ
し
'
大
い
に
反
封
者
を
退
け
た
の
で
あ
る
.

何
畳
は

｢
好
老
要
言
｣
(魂
志
曹
爽
俸
)t
.ま
た
｢
善
談
易
老
｣

(
世

詮
新
語
文
畢
篇
注
引
魂
氏
春
秋
jE
･rぎ

い
わ
れ
'
盛

時
の
進
歩
的
な
畢

間
と
し
て
の
老
荘
や
易
に
精
し
く
'
清
言
の
名
･軍
こ
し
て
推
戴
さ
れ
'

吏
部
倫
書
の
地
位
に
あ
り
て
談
客
が
つ
ね
牲
坐
に
満
ち
て
い
た
.
何

ノヽ

畳
が
摸
擢
し
た
思
想
家
に
王
弼
が
あ
も
.
王
弼
は
ま
周
東
冠
を
す
ぎ

ヽ

た
ば
か
り
の
純
粋
な
息
想
豪
で
t.
望

最

に
禰
せ
ら
れ
て
初
め
て
曹
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爽
に
見
え
し
時
'
わ
ざ
わ
ざ
左
右
の
人
を
返
け
て
た

Ll適
を
論
じ
て

時
を
移
し
た
の
で
'
曹
爽
は
そ
れ
を
笑
っ
た
と
い
う
｡
王
萌
は
官
に

あ
り
て
何
等
功
蹄
も
な
-
'
希
望
し
て
S
た
黄
門
郎
に
な
れ
な
い
の

を
怨
ん
で
'
各
三
息
慢
で
あ
っ
た
.
何
畳
が
老
子
注
を
書
き
そ
れ
が

完
成
し
た
の
で

(
7
詮
に
は
未
完
の
ま
･J
)
-

王
粥
を
訪
ね
て
語
っ
た

と
こ
ろ
'
玉
鋼
も
亦
老
子
注
を
華
い
て
お
り
'
両
も
非
常
に
精
奇
夜

も
⑲
で
あ
っ
た
の
で
'
何
鼻
は
こ
の
青
年
の
撃
力
に
紳
伏
し

｢
か
.-

の
如
き
八
と
も
に
天
人
の
際
を
論
す
べ
L

L

と
い
い
'
よ
っ
て
白
ら

の
注
を
書
き
か
え
て
道
徳
論
二
籍
と
な
し
た
｡
主
粥
の
老
子
注
は
昔

時
か
ら

1
理
統
あ
り
｣
と
許
さ
れ
､
今
日
に
偉
え
ら
れ
て
Sl
る
｡
ま

た
王
粥
は
易
注
を
も
著
し
'
そ
れ
を
老
荘
思
想
に
よ
っ
て
解
し
た
こ

と
は
周
知
の
こ
と
で
'
面
鼻
が
論
語
の
注
解
に
老
荘
を
慮
用
し
た
の

●

と
同
様
で
あ
っ
た
.
何
畳
と
王
粥
と
の
車
間
の
相
違
に
つ
い
て
は
'

｢
冷
遇
約
美
は
何
鼻
が
す
ぐ
れ
'
自
然
出
故
に
患
い
て
は
王
弼
が
ま

さ
る
｣
(
世
詮
文
革
篇
注
引
魂
氏
春
秋
)
Iと
い
わ
れ
た
.
即
ち
論
理
的

に
抽
象
す
る
こ
と
は
何
畳
が
す
ぐ
れ
'
形
而
上
的
な
る
も
の
の
自
覚

に
患
い
て
は
王
弼
が
ま
さ
る
と
5
う
意
味
で
あ
ろ
う
｡

′

.
何
畳
と
ま
粥
は
常
時
を
代
表
す
る
l
哀

思
想
家
で
'
を

の
談
論
は

ノ｢
正
始
の
音
｣
と
し
て
魂
晋
に
大
き
な
反
響
を
輿
え
て
い
る
｡
今
そ

●

の
諸
例
を
奉
げ
て
み
る
と
'
ま

す西
晋
に
お
け
る
清
談
の
燐
将
三
桁

I

が
'
何
鼻

･
玉
鋼
を
崇
ん
で
そ
の
無
の
論
理
に
傾
倒
し
て
い
る
fJ
と

後
述
の
如
-
セ
あ
り
(晋
菩
王
街
偉
)'
西
晋
末
に
お
け
る
老
荘
撃
の

＼

最
高
峰
た
る
郭
象
は
時
人
か
ら

｢
王
弼
の
亜
樺
しぎ

呼
ば
れ

(世
儲

文
草
笛
注
引
文
士
偉
)'

晋
の
額
菩
令
衛
肇
は
虜
理
の
笹
に
造
詣
あ

り
嘗
て
何
畳

･.
周
期
ら
上
し
ば
し
ば
談
論
し
た
こ
と
が
あ
る
が
､
西

晋
に
及
び
栗
東
を
見
て
非
常
に
よ
ろ
こ
び

｢
昔
共
に
語
り
し
何
平
叔

(
鼻
)
諸
人
す
で
に
授
し
清
音
の
絶
え
ん
こ
と
を
恵
を
れ
L
に
､
今
ま

た
こ
れ
を
君
に
聞
く
jU
と
を
得
た
り
｣
と
て
子
弟
を
や
Q
Jて
畢
ぼ
し

め
た

(世
訣
賞
春
篇

･
世
説
文
革
篇
注
引
晋
陽
秋
な
ら
び
に
王
隈
晋

邦

書
)
｡
着

た
衛
礎
の
孫
で
薬
贋
の
女
婿
に
あ
た
る
衛
蛤
が
晋
末
の
乳

l

に
渡
江
L
t
武
昌
に
居
た
大
将
軍
王
敦
の
下
に
頼
-
し
.隼

大
将
軍

ノ

冶

は
そ
の
夜
長
史
億

を
し
て
衛
幹
と
共
に
.語
ら
し
め
た
｡
両
人
は
字

数
を
顧
み
な
い
で
鰐
に
至
る
ま
で
教
育
し
'
王
敦
は

叫
汀
も
言
を
さ

し
は
さ
む
こ

と
が
出
来
な
か
っ
た
｡
王
敦
は
謝
鮎
に
向
つ
て

｢曹
王

輔
嗣
(
弼
於

金
警

中
朝
に
吐
き
レ
･に
､
此
手
ま
窪

家
茂

振
す
,

警

口
の
緒
絶
え
て
ま
た
つ
づ
く
'
嘉

も
わ
ざ
わ
iu
,水
素
の
末
に
ま
港

長
始
の
音
を
聞
か
ん
と
は
､
何
卒
叔
(鼻
)
も
し
こ
･こ
に
麗
ら
ぼ
､
ま

さ
に
絶
倒
す
べ
L

L

と
5
つ
た

(世
訣
文
革
第

･
晋
書
衛
幹
俸
).
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ま
た
東
晋
の
初
め
殿
溝
が
庚
亮
の
司
馬
JJ
し
て
都
に
入
-
し
時
'
王

丞

相
(導
)
は
桓
公
(温
)､
王
長
史
(濠
)
'
琵
藍
田
(逮
)
､謝
鎮
西
(倫
)

ら
を
集
め
て
滴
談
し
た
.
王
丞
相
は
自
ら
屋
島
を
帯
し
て
立
ち
'
殿

潜
に
む
か
つ
て

｢
私
が
今
日
は
析
理
を
談
じ
よ
う
｣
と
て
清
音
し
て

三
更
に
達
し
た
｡
丞
相
は
歎
じ
で

｢
さ
き
ほ
ど
か
ら
語
-
乗
っ
て
理

瀕
未
だ
蹄
す
る
所
を
知
ら
ぬ
｡
し
か
し
軒
境
に
至
っ
て
は
正
始
の
音

に
負
け
な
い
つ
も
り
だ
｣
七
(
世
詮
文
畢
篇
)｡
ま
た
東
晋
の
清
談
豪●

と
し
て
有
名
な
安
達
は
.｢
林
公
(過
)
尋
微
の
功
は
輔
嗣
(
王
弼
)
透

り
L

波
ぜ
す
｣
と
.い
わ
れ
た
(
世
説
寛
容
篇
)｡
ま
た
王
濠
の
子
の
王
修
は

秀
才
で
両
も
王
弼
と
同
年
の
二
十
四
歳
で
死
ん
だ
の
で
'
王
弼
に
比

せ
ら
れ
た
(
世
詮
文
革
篇
注
引
文
字
志
)｡
ま
た
東
晋
の
衰
宏
は
謝
安

･Q
言
に
も
と
す
い
て
名
士
侍
を
つ
-
-
'
正
始
名
士

･
竹
林
名
士

･

中
朝
名
士
と
な
し
'
正
始
名
士
の
中
に
は
夏
侯
太
初
(
玄
)1
何
平
叔

(鼻
)
'
王
輔
嗣
(
弼
)
を
奉
げ
て
.い
る
(
世
説
文
畢
篇
)｡
そ
の
他
後
秦

.1■

伶
肇
の
遺
著

｢
肇
論
｣

の
中
に
'
何
鼻
の
無
名
論
や
王
錦
の
神
明
等

に
関
す
る
言
説
が
引
か
れ
て
い
る
の
を
始
め
'
併
教
徒
の
間
に
も
廉

く
影
響
を
輿
え

てい
る
｡
か
Y
の
如
Y
何
畳

･
王
錦
が
六
朝
の
思
想

界
に
輿
え
ね
影
響
は
大
で
あ
っ
た
か
ら
'
老
荘
に
基
ず
-
紋
格
も
亦

こ
れ
に
蹄
せ
ら
れ
'
東
晋
の
苑
宜
が

｢
正
始
以
来
世
々
要
荘
遼
庸
び
'

晋
の
初
に
お
よ
び
競
う
て
裸
樺
を
以
て
.高
L
と
な
す
L
(晋
書
儒
林

偉
)
之
い
い
'
同
じ
く
汚
辱
が
｢
王
何
の
罪
は
集
村
よ
り
探
し
｣

(普

垂
七
五
箔
寧
停
)
と
い
う
非
難
が
儒
者
側
か
ら
出
る
よ
う
に
な
っ
た
｡

そ
の
外
世
詮
文
革
篇
注
引
練
晋
陽
秋
に

｢
正
始
中
王
弼
何
重
荘
老
支

勝
の
談
を
好
み
而
し
て
世
速
に
こ
れ
を
貴
ぶ
t
.過
江
に
至
り
併
理
尤

も
盛
ん
な
増
し～
と
あ
り
'
南
朝
梁
の
劉
錘
の
女
心
離
龍
に
も

｢
正
始

I

中
弼
屡
の
徒
始
粛
て
玄
論
を
盛
ん
､に
す
'
是
に
あ
い
て
恥
周
路
に
賞

.
つ
て
尼
父
と
塗
を
争
う
｣
と
5
つ
て
そ
の
意
義
を
富
硯
し
て
い
る
O

一t

.以
上
宜
始
の
音
と
し
て
の
何
畳
王
蹄
の
言
説
が
後
世
に
輿
え
た
反

響
の
諸
例
に
つ
い
て
述
べ
た
が
｣
こ
れ
に
よ
っ
て
何
重
王
弼
の
思
想

J‖‖‖■

.が
六
朝
思
想
史
上
に

7.
つ
の
劃
期
的
な
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と
を

充
分
知
る
こ
.と
が
出
来
る
.･
然
ら
ば
正
韓
の
音
が
後
世
か
ら
問
題
と

さ
れ
た
鮎
は
何
虚
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡

何
畳
は

｢
聖
人
に
菩
怒
哀
楽
な
し
｣
と
い
う
論
を
立
て

精
敵
に

七
て
｣

鐘
食
ら
が
組
適
し
て
S
允
が
'
王
弼
は
そ
れ
に
同
ぜ
す
し
て

｢
聖
人
が

1
般
八
に
す
ぐ
れ
て
い
る
も
の
は
神
明
で
あ
る
｡
五
情
に

潜
い
て
は
人
と
繁
ら
な
い
Q
神
明
が
す
ぐ
れ
て
い
る
か
ら
主
値
は
坤

和
に
し
て
無
に
通
す
る
壷

こ
が
出
来
'
五
倍
は
挙
ら
な
い
か
ら
物
に

ダ

廠
じ
て
哀
楽
も
-ま
た
人
と
同
じ
雷

る
.
し
か
し
聖
人
の
情
は
物
に

｣ 37⊥
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麿
じ
て
物
に
具
わ
さ
れ
な
S
も
の
で
あ
る
O
今
そ
の
具
わ
さ
れ
な
.小

と
い
う
鮎
を
見
て
'
物
に
感
じ
な
い

(情
が
な
S
)
と
思
う
の
は
非

常
な
誤
り
で
あ
る
｣
と
考
え
た

(魂
志
二
八
鐘
合
侍
注
引
何
醐
雁
王

～

弼
倦
)｡
こ
れ
に
よ
っ
て
み
る
と
王
弼
が
｢
神
明
｣
と
い
え
る
は
'
形

而
上
的
な
る
も
の
の
理
解
'
即
ち
無
の
自
覚
や
あ
り
'
こ
の
神
明
の

働
き
が
人
間
に
潜
S
て
最
高
の
も
の
と
さ
新
た
の
で
訂
る
｡

㌔

そ
も
そ
も
老
荘
の
無
を
特
に
取
上
げ
て
問
題
に
す
る
こ
と
は
､
正

始
よ
少
十
数
年
前
の
太
和
年
間
の
清
談
に
お
い
て
既
に
な
さ
れ
て
S

た
よ
う
で
あ
る
｡
何
酎
作
王
弼
侍
に
衆
の
話
が
倦
え
ら
れ
て
い
る
｡

王
粥
は
十
飴
歳
に
し
て
す
で
に
老
子
を
好
み
言
辞
を
よ
く
し
た
｡
父

の
玉
葉
が
侍
書
郎
の
と
き
'
吏
部
郎
の
襲
徴
の
下
に
つ
れ
て
行
っ
た
｡

時
に
錦
は
未
だ
窮
鼠
に
達
し
て
い
夜
か
つ
た
が
'
兼
敏
が
彼
に
問
う
.

て

1
7
健
無
と
い
う
も
の
は
誠
に
高
物
の
亀
と
す
く
所
で
あ
k
.
香

る
に
聖
人
は
肯
え
て
そ
れ
に
つ
5
て
語
ら
ず
'
而
し
て
老
子
は
こ
れ

を
述
べ
て
己
ま
な
い
の
は
如
何
な
る
わ
け
で
あ
ろ
う
か
｣
と
い
え
る

に
'
弼
は
答
え
て

｢
聖
人
は
無
を
嘘
し
て
い
る
が
'
無
は
訓
す
る
こ

.
●

と
が
出
来
な
い
の
で
'
そ
れ
ゆ
え
説
か
な
い
の
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が

老
子
は
有
の
段
階
に
あ
る
も
の
で
あ
る
'
そ
れ
ゆ
え
自
己
灯
不
足
し

て
い
る
無
に
つ
い
て
言
う
の
で
あ
る
L
と
い
っ
て
敏
を
紫
ろ
か
し
た
｡

着
に
い
え
る
聖
人
と
は
勿
論
孔
子
む
と
と
で
'
孔
子
が
無
を
壊
せ
る

に
老
子
は
そ
れ
に
ノ及
ぼ
蛮

も
の
と
さ
れ
て
S
る
事
が
注
意
さ
れ
る
.

三
層
は
正
始
十
年
に
二
十
四
歳
を
以
て
死
ん
で
S
る
か
ら
'
彼
が
未

だ
顔
冠
に
連
⊥
て
い
な
か
っ
た
右
の
食
詰
は
t.
お
そ
ら
く
正
始
四
五

年

の
こ
と
で
あ
ろ
う
.
と
ひ
ろ
が
そ
れ
ュ
り
十
数
年
前
の
太
和
初
年

に
は
'
苛
象

･
偉
蘭

･
袈
徽
ら
が
す
で
に
管
掌
的
な
談
論
を
始
め
て

い
た
.
何
翻
作
粂
別
偉

(魂
志
背
鼻
傍
注
引
)
に
よ
る
と
'
桑
の
父

及
び
諸
兄
は
儒
術
に
名
を
知
ら
れ
て
い
た
が
t
J秦
は
ひ
と
り
玄
速
を

倍
び
'⊥
ハ
経
は
聖
人
の
陳
牝
で
あ
っ
て
㌧'
聖
人

(孔
子
)
が

(自
ら
,

虻
そ
れ
を
建
し
っ
つ
未
だ
吉日
に
表
わ
さ
な
か
っ
た
)
性
と
天
道
こ
そ

は
異
な
る
道
で
あ
る
と
主
張
し
'
易
に
お
い
て
も
物
桑
や
繋
群
は
虞

理
を
示
す
も
の
で
な
-
道
は
1市
外
に
あ
る
と
い
い
'
形
而
上
的
な
も

ー
の
を
第

1.義
と
し
た
｡
彼
が
功
名
を
得
る
た
め
の

｢
志
局
｣
は
人
に

譲
り
な
が
ら

｢
識
｣
を
以
て
自
任
し
た
の
は
'
か
か
る
言
外
の
理
を

識
る
力

(面
識
)
′む
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
､'
王
錦
の

｢
辞
明
｣

は

そ
れ
を
受
け
つ
い
で
い
る
も
Iの
で
あ
る
O
′そ
の
外
'･
停
敏
は

(聾
青

息
勝
｣
/(
世
詮
文
畢
籍
)
と
い
わ
れ
'
糞
徴
は

｢
華
富
玄
娩
｣
(
世
証

文
畢
篇
注
引
管
略
停
)
と
い
わ
れ
'
三
人
と
も
老
荘
に
興
味
を
も
ち
､

且
つ
名

理

(論
理
)
に
通
じ
て
い
た
.

従
っ
て
彼
等
三
人
が
太
和

- 38-
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初
年
に
清
敵
を
は
じ
め
た
頃
に
､
す
で
に

｢無
｣
の
問
題
が
論
議
さ

れ
て
S
灸
こ
と
は
充
分
想
像
tb
b
.る
こ
と

bあ
わ
'
そ
れ
ゆ
え
に
こ

そ
糞
徴
が
王
輝
に
無
の
問
題
を
問
う
た
の
ど
あ
る
｡
し
て
み
る
と
太

和
初
年
の
談
論
は
､
直
ち
に
正
始
の
清
談
に
通
じ
て
5
る
こ
と
を
知

り
得
る
｡

一
方
膏
薬
等
と
同
じ
く
何
畳
も
亦
太
和
初
年
頃
か
ら
思
想

的
に
活
躍
を
始
め
て
い
る
.
世
故
識
壁
篇
及
び
博
子

(魂
志
偉
破
俸

注
引
)
に
よ
れ
ば
'
や
は
ゎ
太
和
初
年
の
こ
ろ
､
何
鼻

･
部
鞄

･
夏

候
玄
の
三
人
が
と
も
に
膏
薬
を
介
し
て
侍
服
に
変
り
を
求
め
だ
が
'

.礼

偉
硬
は
彼
等
を
散
徳
の
人
で
釘
る
と
し
た
断
っ
た
話
が
見
え
て
い
る
｡i

何
畳
等
の

一
派
は
皆
功
利
的
で
あ
っ
た
が
'
苛
粂

･
停
横

･
襲
徹
の
▲

一
派
は
純
正
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
し
か
も
両
派
の
問
に
は
思
想

的
な
交
渉
が
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
｡
か
-
の
如
く
無
の
論
は■■一

太
和
年
間
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
'
晋
書
四
三
三
桁
侍
に
は
'

｢
魂
の
正
殆
中
何
畳

･
主
格
等
老
荘
を
阻
述
し
て
蘭
を
立
て
､
お
も

え
も
'-
天
地
寓
物
み
な
無
碍

(烏
の
字
は
行
か
)
を
以
て
本
と
為
す
.

無
な
る
も
の
は
物
を
開
き
務
を
威
し
｣
往
く
と
し
て
存
せ
ざ
る
な
き

も
の
な
り
0
陰
陽
は
悼
み
て
以
て
化
生
L
t
高
物
は
博
み
て
以
て
藤

を
成
し
'
賢
者
は
侍
み
て
以
て
徳
を
威
し
'
不
宵
者
は
侍
み
て
以
て

身
を
免
る
｡
故
に
無
の
用
た
る
'
無
欝
に
し
て
貴
L
と
｡
街
甚
だ
こ
,

れ
を
重
ん
ず
｡
た
ゞ

装
嘘
以
て
非
と
な
し
'
論
を
著
し
て
臥
て
こ
れ

を
或
る
'
⊥而
し
て
街
こ
れ
に
慮
る
七
と
自
著
た
り
｣
と
見
え
て
S
る
｡

こ
れ
に
よ
っ
て
み
る
と
'
魂
晋
に
卑
S
て
無
の
論
を
言
い
始
め
た
の

娃
何
畳

･
王
弼
の
両
人
に
蹄
せ
ら
れ
て
い
ろ
｡
思
う
に
太
和
の
清
談

に
お
い
て
は
た
と
え
無
の
問
題
を
取
上
げ
て
も
'
未
だ
そ
れ
が
第

7

義
的
な
も
の
に
な
る
ま
で
に
は
熟
し
て
い
な
か
づ
た
の
で
あ
ろ
う
｡

即
ち
正
始
時
代
の
思
想
は
'
直
接
に
は
太
和
初
年
に
開
け
た
哲
笹
的

談
論
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
'
太
和
年
間
に
未
だ
至
-
得
な
か
っ
た
も

の
が
成
熟
し
結
賓
し
て
出
来
上
っ
た
も
の
で
あ
る
Ⅷ
正
始
の
音
が
後

世
に
多
大
の
反
響
を
輿
え
て
い
る
こ
と
と
思
合
せ
て
'
正
始
の
特
色

が
無
を
第

1
義
的
な
も
の
に
し
た
こ
と
を
示
し
て
S
る
｡

｢
無
｣
が
第

1
義
的
な
も
の
と
し
て
押
出
さ
れ
て
せ
た
こ
と
は
'
漠

代
の
停
銃
的
支
柱
が
崩
れ
去
ら
ん
と
す
る
嘗
時
に
お
い
て
'
精
両
史

上
重
要
な
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
｡
試
み
に
班
圏
が
代
表
す
る

漢
代
の
精
神
を
省
み
て
み
る
空

漠
菩
薩
奨
志
序
文
に
は
次
の
如
く

記
さ
れ
て
い
る
.
パ

人
は
天
地
陰
陽
の
泉
を
う
け
喜
怒
裳
葉
の
情
が
あ
る
が
t
.自
ら
節

す
る
こ
と
が
出
来
な
S
.
そ
と
で
聖
人
が
天
地
に
象
り
て
鰻
柴
を
刺

し
以
て
惰
性
を
正
し
寓
事
を
節
し
た
の
で
あ

少
'

｢
正
人
は
以
て
そ

39I-
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の
誠
に
副
う
に
足
り
'
邦
人
は
以
て
そ
の
矢
を
鋲
ぐ
に
足
る
.
故
に

孔
子
月
-
'
安
上
治
民
は
樺
よ
り
書
き
は
な
し
'
移
風
易
俗
は
楽
よ

り
書
き
は
な
し
と
､
鰻
は
民
心
を
節
L
t
柴
は
居
馨
を
和
し
'
政
以

て
之
を
行
ひ
'
刑
以
て
之
を
腎

'
鹿
楽
政
刑
四
連
に
辞
ら
ざ
る
は

則
ち
王
道
の
徳
な
り
｡
柴
以
て
内
を
治
め
て
同
と
な
し
9
絶
以
て
外

を
修
め
て
異
と
な
す
'
同
じ
け
れ
ぼ
則
ち
和
親
L
t
異
れ
ぼ
則
ち
畏

徹
す
｡
和
親
な
れ
ば
則
ち
怨
な
し
'
畏
敬
な
れ
ば
則
ち
争
わ
ず
'
輯

.1■H】

譲
に
し
そ
天
下
漁
る
も
の
産
熱
の
謂
な
-
｣
と
あ
聖

班
尚
は
聖
人

の
制
定
に
か
か
る
穐
楽
を
以
て
入
間
規
範
の
根
本
と
し
た
｡
茸
に
薩

-
教
こ
そ
は
湊
代
精
神
の
支
柱
で
あ
っ

た
｡
然
る
に
右
の
班
固
の
文
に

お
い
て

｢薩
柴
｣
に
相
嘗
す
略
も
の
が
'
静
鴇
王
府
侍
の
文
に
お
い
一

て
は
そ
の
ま
1

｢無
｣
に
お
き
か
え
ら
れ
て
S
る
こ
と
に
気
づ
く
の

で
あ
る
｡
而
む

｢
無
し

は

｢
陰
陽
は
侍
み
て
以
て
化
生
L
t
静
物
は

侍
み
て
以
て
形
を
成
し
｣

た
ゞ
に
人
間
の
規
範
た
る
の
み
な
ら
ず
'

｢
天
地
も
寓
物
も
こ
れ
を
以
て
本
と
な
す
L

も
の
な
の
で
あ
る
｡
て

こ
に
お
い
て
乱
世
た
る
六
朝
に
は
'
鰻
奨
以
上
に
普
遍
的
な
基
礎
が

見
出
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
｡
爾
来
魂
晋
南
北
朝
の
政
治

･
文
化
に
お

い
て
p
蚤
を
托
せ
よ
悪
し
き
に
せ
は
'
こ
の

｢無
｣

の
影
響
す
る
所

壮
絶
大
で
あ
っ
た
｡
殊
に
儲
教
の
背
理
が
東
晋
以
後
中
国
の
人
心
､把

庫
取
さ
れ
る
に
つ
5
-て
t
JJ
の

｢
無
し

の
開
明
な
く
し
て
は
能
わ
ぬ

所
で
あ
っ
た
｡

/

然
ら
ば
何
鼻

･
王
弼
に
お
け
る

｢無
｣
の
性
格
と
内
容
は
如
何
な

る
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
｡
こ
の
鮎
に
関
し
て
は
す
で
に
先
輩

の
精
し
い
菜
接
が
あ
わ

(
坂
野
長
八
氏

｢何
重
王
弼
の
思
想

J-莱

方
畢
報
東
京
第
十
四
ノ

7
.
松
本
誰
明
氏

｢
魂
晋
に
あ
け
る
無
の
思

想
の
性
格
｣
ト
史
畢
雑
誌
五

フ

二
三

･四
｡
等
参
照
)'
こ
.こ
せ
は

省
略
し
て
た

ゞ
三
日私
の
考
を
jQ
べ
る
な
ら
ば
'
ー何
畳

･
王
粥
に
お

け
る
無
は
老
子
の
無
を
追
究
し
な
が
ら
､
未
だ
充
分
主
鰭
的
に
旺
な

っ
て
5
な
い
の
に
勤
し
'
西
晋
末
に
郭
象
出
す
る
に
及
ん
で
は
じ
め

て
深
い
老
荘
の
無
が
論
理
づ
け
ら
れ
る
に
至
つ
舞
と
思
う
の
で
あ
る
0

別
に
そ
こ
で
問
題
に
し
た
い
と
と
は
'
正
始
時
代
の
老
荘
に
潜
い
て

は
'
老
子
が
主
で
あ
っ
た
か
'
乃
至
は
荘
子
が
主
で
あ
っ
た
か
i
)i

う
問
題
で
あ
る
｡
竹
内
博
士
は

｢
王
弼
d
老
子
注
は
荘
子
の
思
想
を
ー

以
て
老
子
を
解
樺
し
た
も
Q
で
'
従
来
の
解
樺
か
ら

7
歩
を
す
1

め

て
ゐ
る
L

(

支
部
思
想
史

一
八
七
頁
)
と
S
わ
れ
'
板
野
長
八
氏
は
更

に
何
身

･
王
粥
の
思
想
に
お
5
て
は
道
家
の
中
で
も
殊
に
荘
子
的
な

傾
向
が
強
S
こ
と
を
述
べ
ら
れ
た
(何
畳

･
王
弼
の
思
想
)O
王
弼
の

澄
子
注
や
易
琵
把
荘
子
の
字
句
や
思
慮
が
見
ら
れ
る
之
と
は
明
ら
か

一･40･-
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で
あ
り
'
何
重
の
言
説
に
お
い
て
も
そ
れ
は
認
め
ら
れ
る
｡
し
か
し

の
澄
明
に
は
な
ら
な
い
｡
何
鼻
や
王
弼
の
属
億
髄
系
の
中
に
は
未
だ

停
銃
的
な
儒
家
思
想
が
強
く
凍
っ
て
お
り
'
彼
等
が
第

1
義
と
す
る

聖
人
と
は
儒
家
の
党
王
を
指
す
の
で
あ
っ
て
'
た
ゞ
聖
人
の
道
の
内

容
が
道
家
的
に
な
っ
た
ま
で
で
あ
り
'
君
主
政
治
の
統
治
妊
信
頼
を

示
し
て
い
る
9

後
漠
末
以
来
次
第
に
老
荘
思
想
が
開
け
て
き
た
が
'

そ
の
順
序
は
先
づ
老
子
の
研
究
か
ら
始
り
老
子
の
箆
棒
書
が
梗
い
て

出
で
t
.荘
子
の
研
究
は
正
始
時
代
ま
で
は
未
だ
薄
弱
で
あ
っ
た
｡
何

畳

･
至
純
も
論
語
や
易
や
老
子
に
は
注
し
て
い
る
が
'
荘
子
に
は
手

毎
つ
け
て
い
な
S
｡
板
野
氏
は
'
何
畳

･
王
弼
の
思
想
が
建
安
以
来

の
思
想
を
組
織
化
し
た
も
の
で
あ
り
'
曹
操
及
び
魂
の
王
室
に
封
す

る
国
家
的
公
的
な
も
の
.J
J宗
族
的
豪
族
的
私
的
な
む
の
と
の
妥
協
で

あ
り
'
発
王
の
道
の
体
統
下
に
私
的
な
道
家
の
道
を
主
張
し
た
も
の

で
あ
る
事
を
論
ぜ
ら
れ
た
こ
と
は
傾
轟
す
べ
き
で
あ
る
と
患
う
｡
し

か
し
こ
の
妥
協
は
道
家
思
想
の
中
で
は
む
し
ろ
老
子
の
思
想
に
よ
っ

て
な
さ
れ
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
曹
操
の
幕
下
に

E

'
は
伸
長
銃
の
思
想
的
影
響
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
'
伸
長
銃
は
法
家

化
し
た
儒
教
の
上
に
､
老
子
の
玄
虚
を
慕
い
隙
過
的
な
東
風
を
さ
つ

,./

て
い
た
(後
漢
書
四
九
本
俸
)｡
老
子
の
思
想
が

(魂
の
)
法
治
主
義

と
結
び
つ
く
こ

と
は
'
考
子
の
思
想
内
容
か
ら
云
っ
て
常
然
で
あ
る
｡

7
方
後
漠
末
以
乗
の
知
識
人
が
宗
族
駒
私
的
な
滝
の
に
遮
廃
し
た
径
.

路
は
'
先
づ
儒
家
思
想
白
身
の
申
催
あ
る
個
人
主
義
的
思
想
に
退
き
,

そ
れ
よ
-
次
第
把
老
荘
思
想
に
近
づ
い
て
5
･O
た
の
で
あ
る
｡
彼
等

が
湊
の
纂
奪
者
と
し
て
の
魂
の
政
権
下
に
妥
協
す
る
に
つ
け
て
は
'

儒
家
的
個
人
主
義
か
乃
至
は
老
子
的
隠
逸
主
義
の
方
が
遠
雷
で
あ
る
O

も
ち
ろ
ん
彼
等
の
坤
に
荘
子
の
思
想
も
併
せ
用
い
ら
れ
て
は
い
る
け

れ
ど
も
'
未
だ
そ
れ
が
重
鮎
的
に
な
る
所
薄
で
は
至
っ
て
い
な
か
っ

た
.
荘
子
が
重
鮎
に
敵
る
こ
と
は
更
に
強
い
非
国
家
的
非
官
僚
的
な

覇
晦
を
意
味
す
る
.
而
し
て
そ
れ
は
必
ず
七
も
現
存
の
国
家
を
否
定

く

す
る
も
の
で
は
な
-
'
あ
-
ま
で
軍
晦
的
な
個
人
主
義
的
思
想
で
あ

り
允
の
で
あ
る
.
そ
れ
に
つ
い
て
は
先
ず
老
子
と
荘
子
と
の
相
適
鮎

を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
起
っ
て
く
る
の
で
あ
る
が
'
藩
子
が
無
紗

自
然
を
倫
ぶ
の
に
封
し
て
'
荘
子
は
老
子
の
無
的
普
遍
の
上
に
立
っ

て

1
暦
個
人
意
義
的
な
道
連
主
義
を
と
り
'
何
れ
も
公
的
偉
銃
的
な

､ヽ

も
の
か
ら
逸
脱
し
た
も
Q
や
灸
町

そ
の
意
味
に
お
い
て
六
朝
の
封

鎖
的
豪
族
社
食
に
受
容
れ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
私
は
考
え
る
の
で

あ
る
(
灘
稿

｢
老
荘
の
自
由
思
慮
上

皮
林
三
五
ノ
｣
参
照
).
す
で
ぬ

41｢
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/
見
て
き
た
如
く
何
畳

･
王
粥
の
特
殊
性
か

｢
無
｣
の
瞥
見
に
あ
つ
た

と
い
う
こ
そ
は
'
彼
等
が
老
子
を
中
心
-に
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も

の
で
あ
る
.
こ
の
老
子
の

｢無
｣

の
尊
兄
よ
り
し
て
'
嘗
然
攻
に
乗

る
も
の
牲
荘
子
の
自
適
主
義
で
あ
り
'
そ
れ
は
虞
に
豪
族
紅
合
の
自

律
性
と
結
び
つ
く
も
の
で
あ
っ
て
'
正
始
の
時
代
に
は
未
だ
そ
の
段

階
に
達
し
て
い
な
か
っ
た
｡
壷

始
時
代
は
曹
爽
の
執
権
下
に
豪
族
の

進
出
が
目
覚
し
-
は
居
っ
た
け
れ
ど
も
-.
な
お
魂
王
室
の
権
勢
下
に

立
っ
て
S
.た
の
で
あ
る
.
何
重

･
王
粥
が
あ
-
ま
で
孔
子
を
第

7
位

に
立
て
て
い
る
所
に
'
正
始
時
代
が
な
お
古
い
世
代
に
適
っ
て
い
る

こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
正
始
時
代
に
到
達
し
た

｢無
し

の
理
解
こ
そ
は
､
そ
れ
が
建
安
以
来
の
蹄
給
で
あ
る
と
共
に

更
に
は
攻
の
時
代
を
氷
く
支
配
す
る
根
本
原
理
と
磨

ソ
た
｡
老
子
の

｢
無
｣
は
嘗
懲
荘
子
の
自
適
主
義
に
畿
展
す
べ
き
で
あ
る
｡
正
始
に

つ
づ
-
竹
林
七
賢
の
席
代
を
以
て
私
は
荘
子
中
心
の
豪
族
社
食
に
入

つ
を
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
｡

二

魂

晋

の

際

世
詮
新
語
尤
悔
第
に
次
の
よ
う
な
請
が
載
っ
て
心
る
｡
束
晋
の
初

め
､
宰
相
主
導
と
塩
幌
と
が
共
に
明
帝
に
見
え
た
｡
帝
は
温
嶋
に
向

3
'
昔
晋
が
天
下
を
終
る
よ
う
に
な
っ
た
由
取
に
つ
i
て
酔
う
た
d

し
か
し
温
順
は
答
え
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
'
や
が
て
王
寺

が
ロ
を
開
い
七

｢
温
幡
は
ま
ガ
著
S
か
ら
よ
1
,知
ら
な
S
か
も
知
れ

ま
せ
ぬ
'
私
が
お
話
い
か
し
ま
し
ょ
う
｣
､と
い
い
'
そ
こ
で
王
導
は

つ
ぶ
ぎ
に
'
宝
玉

(司
馬
泰
)
創
業
の
初
め
名
族
を
た
お
し
て
味
方

上

を
立
て
'
ま
た
文
王

(司
馬
昭
)
の
末
年
に
起
つ
空
向
潰
郷
公
の
事

件

(司
馬
昭
に
栽
せ
ら
る
)
に
つ
予
て
語
っ
た
｡
明
帝
は
鴬
き
面
を

お

お
い
林
に
額
ふ
し
て
S
う
に

｢
も
し
公
の
青
の
如
く
な
泊
ば
'
ど

ぅ
し
て
晋
の
酢
を
苧

つ
づ
け
る
こ
と
が
出
来
よ
う
か
｣
と
｡

一

塊
の
正
始
末
年
に
起
っ
た
曹
爽
並
に
そ
の

1
味
の
族
滅
以
来
晋
の

′
収

武
帝

(
司
馬
昭
の
子
)
儲

譲
を
う
け
る
ま
で
字

数
年
間
は
,
い

f

ノヽ4

わ
ゆ
る

｢
魂
晋
の
際
｣

と
い
わ
れ
'
司
馬
敦
と
を
の
子
師
'
昭
の
三

人
を
中
心
と
L
t
豪
族
間
の
去
就
を
決
し
七
'
纂
奪
を
計
る
べ
-
あ

ら
ゆ
る
陰
謀
術
策
が
な
さ
れ
た
時
で
あ
わ
'
反
射
派
の
名
族
が
多
-

た
お
さ
れ
た
と
共
に
'
司
馬
氏
の
勝
利
は
豪
族
と
の
深
い
連
繋
に
よ

っ
て
始
め
て
か
ち
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
今
そ
の
政
治
的
な
経
緯

)

を
た
す
寓
て
み
る
3inP
前
述
曹
爽
の
全
盛
時
代
に
嘗
'=
,'
司
馬
軽
は

払
そ
か
に
償
う
る
所
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
'
正
始
十
年
正
月
革
駕

高
卒
陵
に
朝
L
t
曹
爽
兄
弟
等
み
な
こ
れ
に
従
っ
た
留
守
に
'
司
馬



43

鼓
は
禁
中
に
入
り
て
ク
ー
デ
タ
ー
を
起
し
i
そ
の
結
果
'
曹
爽

･
曹

撃

曹
訓
の
兄
弟
を
･は
じ
め
,
I何
苧

別
学

丁
撃

畢
軌

･
李
勝

桓
範

･
張
富
等
中
央
に
お
け
る
曹
魂
の
服
臣
も
み
な
諒
に
伏
し
'
且

つ
そ
の
三
族
を
夷
し
た
｡
司
馬
氏
纂
奉
の
野
心
は
こ
の
時
に
す
で
に

決
せ
ら
れ
ね
の
で
あ
る
｡
司
馬
苑
は
そ
の
後
二
年
促
し
て
媛
し
た
が
'

長
子
司
馬
師
が
大
将
軍
と
な
り
'
貌
主
帝
三
芳
を
匪
し
て
高
貴
卿
公

･篭
を
立
て
(
二
四
五
年
),
つ
･S
で
卦
の
司
馬
昭
が
樺
を
執
且

つ
い

に
宅
を
試
し
て
奥

(
元
帝
)
を
立
て

(二
六
〇
年
)'
や
が
て
昭
の
子

司
馬
炎
が
帝
位
に
つ
い
て
晋
を
興
し
海
の
で
あ
る
(
二
六
五
年
)0

右
の
魂
の
園
内
に
起
っ
た
十
数
年
間
に
わ
た
る
革
命
の
進
行
は
'

後
漠
末
に
つ
づ
-
三
園
の
封
立
抗
争
と
絡
み
合
っ
て
全
図
的
に
豪
族

の
進
出
を
釆
さ
し
め
'
そ
の
去
就
を
誤
っ
た
も
の
は
象
を
奉
げ
て
滅

亡
の
淵
に
沈
め
ら
れ
た
.
魂
の
竹
林
七
賢
は
ま
さ
に
こ
の
時
親
に
現

れ
た
も
の
で
あ
っ
て
'
そ
の

7
人
除
籍
は

｢
も
と
虞
面
目
に
政
治
に

〆た
す
さ
わ
-
乱
世
を
済
う
志
が
あ
つ
た
が
'
魂
晋
の
際
に
属
し
天
下

多
故
に
し
て
'
名
士
の
生
命
を
全
う
す
る
も
の
稀
な
り
し
か
ぼ
'
早

一

事
を
捨
て
て
速
に
酒
に
軍
晦
す
る
よ
う
に
な
っ
た
｣
(
晋
書
四
九
除

籍
倦
)
.と
あ
久

恵
た
宜
傷
心
に
屡
れ
て
'
除
籍
や
稀
庚
か
ら
道
を

問
わ
れ
て
も
獣
し
て
語
ら
な
か
っ
た
孫
登
に
つ
い
て
'
晋
書
膳
逸
俸

紅
よ
る
と
義

は
請
う
'
畝
登
は
整

晶

際
去
就
に
嫌
疑
を
生
℃
易

い
の
で
'
故
意
に
噴
す
る
も
の
で
あ
る
｣
と
記
さ
れ
て
い
る
.

魂
晋
の
際
を
思
想
の
上
に
代
表
す
る
も
の
は
竹
林
七
賢
で
あ
る
｡

彼
尊
に
至
っ
て
､
老
荘
は
明
ち
か
に
常
子
を
中
心
と
す
る
も
の
と
象

っ
た
｡
晋
童
乱
の
本
俸
に
除
籍
む
赦
し
て

｢
博
啓
菜

籍
'
尤
好
荘
老
｣

と
あ
ゆ
'
老
荘
と
S
わ
す
し
て
荘
老
と
あ
る
は
｣
右
の
事
茸
を
傍
澄

す
る
も
の
で
あ
り
'
こ
の
時
代
は
り
急
に
荘
子
に
注-
す
る
も
の
も
硯
-

れ
乗
-
'
七
賢
の
1
人
向
秀
も
そ
の

1
人
で
あ
っ
た
｡

除
籍
の
思
想
態
度
に
お
等

雪

目
に
つ
-
む
の
は
'
薩
制
に
封

-

す
る
反
抗
で
あ
る
｡
彼
は
人
が
そ
の
非
鰻
を
そ
し
る
と
倣
贋
と
し
て

瓜

γ
聾

に
我
聾
の
篤
に
試
.け
ん
や
｣

と
い
50̂
,
'そ
の
意
中
是

る
者

l

か
ら
.は

｢
方
外
の
jjJ

と
し
て
扱
わ
れ
て
い
･i
!｡
｢
方
外
｣
と
S
う
言

葉
は
荘
子
大
宗
師
籍
に
出
す
る
も
の
で
'
鰻
制
に
拘
わ
ら
ず
世
俗
を

海
路
し
た
自
適
主
義
藍

息
味
す
る
も
の
で
あ
る
｡
以
後
除
籍
の
方
外

ぎ
義
に
展
似
て
昧
達
の
風
が
盛
ん
に
な
っ
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
｡

玩
籍
は
母
の
喪
に
.49
-
て
も
鰻
法
に
従
わ
ず
家
族
道
徳
を
軽
蔑
し
た

の
で
穐
法
の
士
か
ら
仇
管
の
如
-
悪
ま
れ
'
常
時
清
議
の
維
持
者
と

し
て
閉
息
た
司
隷
校
尉
の
何
骨
は

｢
宜
じ
く
籍
を
海
外
に
流
し
て
風

教
を
正
す
べ
L
L

と
進
言
し
た
｡

匪
籍
の
友
人
砺
庚
も

T
匪
嗣
宗
-
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(
籍
)
は
ロ
'
人
の
過
を
論
ぜ
す
｡
苦
れ
つ
ね
に
こ
れ
を
師
と
し
て
両

ー
ヤブ

も
未
だ
及
ぶ
能
わ
す
.
至
性
人
に
過
ぎ
'
物
と
傷

る
る
な

し
.
允
ゞ

●

タダ

飲
酒
過
差
な
る
の
み
｡
稽
法
の
士
に
推

さ
れ
､
こ
れ
を
疾
む
こ
と
仇

管
の
如
き
に
至
る
も
'
幸
に
大
将
軍

(
司
馬
昭
)
に
頼
り
､
こ
れ
を

戻

持
す
る
.の
み
｣
(輿
山
王
瀬
絶
交
書
)
と
S
つ
て
ゐ
告

.

宮
崎
市
定
博
士
に
従
え
ば
'
清
談
は
も
と
清
議
と
ほ
ゞ
同
義
語
に

用
5
ら
れ
'
朝
政
の
素
乳
に
封
す
る
在
野
清
流
の
抗
議
で
あ
っ
た
が

清
議
の
所
厳
と
i
Jも
に
清
談
は
こ
れ
よ
り
分
れ
て
従
来
の
清
議
派
を

目
し
て
俗
流
と
見
な
す
よ
う
に
な
っ
た
の
で
'
こ
の
分
離
は
魂
女
帝

I

の
黄
初
年
間
を
境
と
し
て
起
っ
た
と
あ
る

(｢清
談
LI
史
林
三

T
ノ

1
)
｡
黄
初
元
年
に
九
品
中
正
が
布
か
れ
て
以
後
の
清
議
は
'主

と
し

て
家
族
道
徳
の
背
反
に
封
す
る
翠
肘
と
し
て
現
れ
て
い
る
こ
と
日
知

録
や
二
十
二
史
別
記
に
列
挙
す
る
･如
-
で
あ
り
､
同
時
に
そ
の
意
味

に
潜
い
て
の
清
議
は
司
馬
氏
執
権
以
後
に
お
い
て
烈
し
-
な
っ
て
い

る
.
岡
崎
文
夫
博
士
は
九
品
中
正
を
論
じ
雪

原
釆
地
方
の
大
官
た

■■る
郡
守
と
地
方
の
名
望
家
と
の
合
意
の
結
果
定
め
ら
れ
た
漠
代
の
軸

率
里
選
の
一法
は
'
後
藻
の
衰
微
と
共
に

f
旦
那
守
と
名
望
家
と
め
合

治
と
な
っ
た
が
ー
曹
操
が
政
を
執
る
に
及
び
'
こ
の
状
態
を
墜
倒
し

そ
の
結
果
新
た
に
陳
翠
の
建
言
に
よ
り
九
品
申
年
の
法
が
布
か
れ
売
I

の
セ
あ
る
が
'
そ
れ
も
最
初
は
著
し
-
中
央
集
樺
的
な
も
の
で
あ
っ

た
O
し
か
る
に
中
正
の
樺
が
俄
か
に
重
く
な
つ
′た
の
は
司
馬
蔑
む
政

策
で
あ
っ
て

こ
の
時
大
中
正
が
屠

れ
て
大
小
中
正
が
重
い
､
･儀

は
勢
家
に
重
樺
を
輿
え
渇
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
心
を
牧
摸
し
得
た
も

′

の
の
よ
う
tS
J
あ
る
｡
即
ち
中
正
制
巌
の
襲
達
は
司
馬
氏
の
政
策
で
あ

わ
'
魂
の
三
重
が
法
治
政
策
を
JJ.つ
た
の
に
射
し
'
司
馬
氏
は
地
声

豪
族
の
地
位
を
保
澄
す
る
こ
と
を
以
て
政
策
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
を
の
べ
ら
れ
た

(｢
九
品
中
正
考
｣
南
北
朝
に
於
け
る
配
合
審
済
制

一

皮
)｡
豪
族
の
進
出
は
す
で
に
漫
代
以
釆
次
第
に
起

っ
て
き
た
も
の

軸

で
あ
る
が
,
司
馬
民
の
政
策
が

7
段
と
そ
の
傾
向
を
進
め
､
中
央
鞄

f

)

方
と
も
に
高
ま

り
'
展
に
･豪
族
社
食
の
成
立
に
向
つ
た
こ
と
が
考
洩

ら
れ
る
｡
魂
晋
の
際
は
正
に
そ
の
分
岐
鮎
で
あ
り
'
常
時
の
思
想
､を

代
表
す
る
7g
の
が
竹
林
七
糞
で
あ
っ
た
｡
而
し
て
七
賢
は
清
談
派
を

鳩
麦
L
t
何
骨
等
の
元
老
政
清
議
涯
を
代
表
し
た
が
'
南
沢
の
間
に

主
義
思
潮
の
烈
し
.S
反
日
が
あ
り
な
が
ら
'
そ
の
何
れ
も
が
豪
族
政

令
の
思
潮
で
あ
.る
こ
と
に
は
奨
り
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
,而
し
∫て
魂

晋
の
.際
以
後
､
清
談
の
内
容
に
荘
子
の
思
想
が
重
鮎
的
に
敬
っ
て
-

て
自
己
の
威
力
に
よ
り
て
左
右
上

磯
方
人
の
非
難
の
駒
と
な
っ
た
.JI
～
る
こ
と
催
'
以
下
の
翫
籍
と
覇
康
の
思
慮
に
解
れ
た
だ
け
で
も
充
分
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理
解
出
来
る
d

院
籍
の
鰻
制
に
封
す
る
反
抗
馬

国
家
偉
力
お
よ
び
官
僚
酪
治
に

封
す
る
反
抗
と
な
か
'
無
政
府
主
義
的
な
恩
憩
灯
ま
で
肇
展
し
て
ゆ

ノ

-
.
彼
が
蘇
門
山
の
孫
登
に
託
し
て
件
つ
あ
せ
い
わ
れ
る

｢
大
人
先

生
偉
｣
(
垂

二
国
文
四
六
･)
の
中
の

7
節
に
は
次
の
如
き
思
想
が
述
べ

ら
れ
て
い
る
｡

｢
昔
は
天
地
開
潤
し
て
寓
物
並
び
生
じ
'

陰
は
そ
9

I
気
を
寂
し
陽
は
そ
の
精
を
覆
し
'
害
を
避
-
る
と
こ
ろ
な
く

利
を

争
う
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
｡
亡
ぶ
る
も
天
主
な
さ
ず
'
存
す
る
も
毒

と
な
さ
ず
Y

各
々
そ
の
命
に
し
た
が
つ
た
｡
明
者
も
智
を
も
っ
て
勝

ら
ず
'
間
者
も
愚
を
も
っ
て
敗
れ
ず
'
弱
者
は
迫
を
も
っ
て
畏
れ
ず
､

強
者
は
力
を
も
っ
て
毒
す
こ
と
は
な
か
つ
.た
.
麗
し
無
君
に
し
て
庶

物
走
り
無
臣
に
し
て
高
専
埋
ま
り
'
身
を
保
ち
性
を
修
め
'
そ
の
紀

書

に
違
わ
ず
'
惟
戊
あ
や
の
ま
ま
で
あ
り
'
故
に
能
-
長
久
で
あ
っ
た
｡

今
汝
は
音
を
作
-
て
聾
を
乱
し
'
色
を
作
り
て
形
を
S
つ
あ
り
'
外

は
そ
の
魂
を
易
え
円
は
そ
の
情
を
隠
し
'
欲
を
懐
き
て
多
き
を
求
め
'
･

ヽ

ゝ

詐
償
し
て
名
を

要
め
て
い
る
｡
君
立
ち
て
虚
興
り
'
臣
設
け
ら
れ
て

賂
生
す
｡
坐
し
て
護
法
を
制
し
て
下
民
を
束
縛
L
t
愚
を
欺
き
朝
を

た
ぶ
ら
か
し
'
智
む
頼
り
て
自
ら
沖
と
L
t
強
者
は
反
日
し
て
泰
を

凌
ぎ
'
轟
音
は
惟
降
し
て
八
に
事
う
｡
簾
に
腰
-
て
貧
を
威
し
'
内

は
除
に
し
て
外
は
仁
'
轟
至
る
も
過
を
悔
い
ず
'
事
遇
す
れ
ば
自
ら

衿
馳
す
｣
と
.
太
古
淳
朴
の
鹿
を
理
想
と
し
無
為
自
然
を
允
つ
と
ぶ
.

こ
tと
は
原
釆
彊
豪
思
想
に
盲
-
か
ら
あ
る
思
想
で
あ
る
が
'
無
君
無

臣
に
L
tて
摩
卑
貧
富
の
差
な
き
顛
政
府
主
義
的
世
界
を
説
く
除
籍
の

巽
鷺
は
∵
革
に
老
子
風
の
太
竃
に
お
け
る
素
朴
な
理
想
政
食
を
憧
れ

て
か
る
の
で
は
な
-
し
て
'∵
む
し
ろ
専
制
君
主
や
官
僚
の
支
配
千
秒

が
及
ぼ
.す
'
因
習
的
な
鰻
法
域
則
に
囚
は
れ
ざ
る
∵
高
踏
的
な
荘
子
′

I

風
の
世
舞
鶴
を
現
す
も
の
で
あ
戊

且
つ
魂
膏
に
は
自
ら
の
荘
鳳
に

お
い
七
各
々
悠
々
自
適
し
得
る
豪
族
配
合
の
賓
現
を
望
ん
で
ゐ
る
の

で
あ
る
｡

′

J

な
お
無
君
無
臣
の
無
政
府
主
義
的
思
想
は
L
の
外
に
､
抱
朴
子
外

【rH一
7

篤
に
龍
さ
れ
た
飽
生
の
言
に
も
見
え
'
叉
稀
康
に
も
や
1
そ
れ
に
似

Gd屯じ

た
思
想
が
見
冬
る
.
属

し
て
そ
れ
ら
の
思
想
は
結
局
列
子
黄
帝
篇
及

び
湯
間
欝
の
思
想
と
密
襟
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
わ
､
如
何
に
無
政

府
主
義
的
な
思
想
が
魂
晋
に
構
行
し
て
い
た
か
を
知
る
こ
と
が
出
来

る
｡

.

ノ

叉
匪
籍
は
白
分
が
平
素
抱
く
思
想
を
'
た
と
え
部
分
的
に
せ
よ
鷺

行
に
移
し
て
み
は
う
と
す
る
意
志
を
も
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
｡
世

詮
新
語
任
誕
篇
注
引
文
士
倦
紅

｢
除
籍
は
放
寵
に
も
て
僧
を
あ
な
ど

/
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る
情
あ
り
､
仕
官
を
ね
が
わ
な
か
つ
た
｡
晋
の
文
帝

(司
馬
昭
)
は

籍
を
愛
し
'
つ
ね
に
共
に
談
厳
し
で
そ
の
欲
す
る
所
に
任
せ
'
敢
て/

職
務
を
以
て
彼
に
要
め
な
か
っ
た
o
阪
籍
は
或
時
鍔
容
と
L
AJ
女
帝

に
封
し
て
い
う
に

『
私
は
嘗
て
東
平

(山
東
)
に
遊
び
そ
の
風
土
を

歯▼,

繋
し
ん
だ
こ
と

が
あ
-
ま
す
.
頗
わ
-
は
東
平
の
太
守
に
な
っ
て
み

た
い
も
の
で
す
』
と
.
文
帝
は
そ
の
志
を
よ
ろ
こ
び
早
速
そ
れ
を
許

し
.た
.
そ
こ
で
籍
は
牒
馬
に
乗
っ
て
直
ち
に
郡
に
S
た
り
､
府
合
の

諸
々
の
障
壁
を
壊
し
､
内
外
を
し
て
相
望
ま
し
め
､
然
後
致
命
を
布
ー

い
て
清
寧
を
S
た
し
'
十
飴
日
に
し
て
ま
た
櫨
に
乗
っ
て
摩
っ
て
き

●

た
｣
と
あ
る
.
府
合
の
障
壁
を
悉
く
撤
廃
し
て
恕
し
た
る
彼
の
致
命

が
如
何
な
る
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
か
は
'
彼
の
日
頃
の
思
想
行
馬

よ
り
し
て
姪
2̂
想
像
が
つ
-
と
こ
ろ
で
あ
る
.
叉
わ
ず
か
十
飴
日
に

し
て
障
っ
て
き
た
の
は
'
下
僚
に
妻
し
て
掃
っ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う

･J
が
'
下
僚
に
政
務
を
委
す
る
こ
と
は
各
々
訣
求
を
甚
し
く
す
る
所
以

の
も
か
で
あ
る
が
､
院
矧
に
あ
い
て
は
そ
れ
が
省
み
ら
れ
て
S
敵
い
.

政
治
上
の
茸
務
を
下
僚
に
委
す
る
こ
と
は
'
河
馬
晋
の
下
に
あ
り
て

次
第
に
普
及
し
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
.
七
賢
の

1
人
王
威
が
西
晋

(

の
司
徒
と
な
り
て
全
く
茸
務
を
同
僚
に
任
せ

(晋
書
四
三
王
威
偉
)
'･

同
じ
-
太
尉
王
命
が
石
動
に
捕
え
ら
れ
て
｢
少
き
よ
り
事
に
輿
ら
す
L

主
式
え
る
如
き

(晋
書
四
三
王
街
倦
)
結
局
下
僚
政
治
を
婿
釆
L
t

南
朝
に
あ
-
て
は
寒
人
が
多
-
磯
要
に
輿
-
L
は
二
十
二
史
別
記
の

.1rHu9

指
摘
す
る
所
で
あ
り
､
何
れ
も
豪
族
配
合
に
恕
け
る
非
政
治
性
を
現

す
も
の
で
'
荘
子
に
基
す
-
自
適
主
義
と
結
び
つ
-
も
の
で
あ
る
｡
､

し
か
し
な
が
ら
除
籍
は
'
政
治
社
食
の
雰
囲
気
に
封
し
て
は
極
め

て
慎
重
で
あ
っ
た
｡.
嘗
て
司
馬
昭
が
官
長
の
心
得
と
し
て
は
'
清

･

憤

･
勤
の
三
尊
を
倦
む
べ
-
'
就
中
懐
が
最
上
の
徳
で
透
る
と
言
い
'

メ

侍
坐
の
者
が
能
く
憤
な
る
も
の
と
し
て
tr
太
尉
背
景
傍

･
倍
音
童
仲

達

･
僕
射
王
公
伸
ら
を
奉
げ
た
か
に
封
L
t
昭
は

1此
の
諸
人
は
温

恭
に
し
て
朝
夕
事
を
執
る
に
つ
つ
し
み
あ
-
'
ま
た
各
々
懐
で
も
あ

る
O
し
か
し
天
下
の
至
慎
な
る
も
の
は
其
れ
唯
陳
嗣
宗
か
｣
と
い
5
'

"I
｢
そ
の
言
み
な
玄
速
に
し
て
'
み
だ
り
に
人
物
を
城
否
し
な
い
｣

こ

と
を
嘗
め
て
い
る

(世
詮
徳
行
篇
'
並
に
注
引
李
康
豪
誠
Y

こ
れ

に
あ
っ
て
み
る
と
'
司
馬
昭
が
除
籍
を
至
慎
な
-
と
し
て
覚
め
た
内

容
ぼ
､
軌
だ
り.
に
人
物
を
域
香
せ
す
､
そ
の
昔
薬
が
み
な
文
選
で
あ
r

る
と
い
う
よ
う
な
老
荘
的
態
度
を
持
し
て
い
る
｡
漠
代
の
政
治
意
識

が
吏
事
と
か
民
政
と
い
う
こ
と
に
あ
つ
た
の
に
封
L
t
魂
晋
の
際
に

あ
り
て
は
官
長
の
心
得
は
非
常
に
＼襲
っ
て
き
て
あ
る
こ
と
に
京
が
つ

-
Q

即
ち
そ
れ
偲
国
家
と
庶
属
と
の
関
係
で
は
な
く
'
豪
族
封
義
旗
.
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の
間
の
訊
侍
を
第

一
義
と
す
る
も
の
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
｡

中
国
に
お
け
る
無
政
府
主
義
の
思
想
は
t
か
の
逸
民
に
お
い
て
も

見
ら
れ
る
所
で
あ
る
｡
逸
民
は
中
開
濁
特
の
存
在
で
'
彼
等
は
己
れ

の
志
と
合
は
ぬ
朝
廷
を
去
っ
て
政
治
圏
外
に
逃
れ
'
多
-
は
山
谷
江

潜
の
ほ
と
り
に
佳
み
て
自
己
の
み
の
生
活
を
遜
っ
た
｡
彼
等
は
東
方

壌
間
道
徳
の
保
持
者
で
あ
っ
た
か
ら
'
朝
廷
も
彼
等
の
志
を
尊
重
し

て
'
敢
え
て
拘
束
し
な
か
つ
た
｡
彼
等
は
そ
の
志
が
硯
茸
に
合
は
ぬ

と
こ
ろ
か
ら
'
そ
の
抱
-
思
想
は
次
第
に
抽
象
的
に
な
れ
､
太
古
自

然
の
世
を
憧
れ
'
速
に
は
列
子
に
見
る
如
き
思
想
を
生
す
る
こ
と
に

も
な
る
｡

逸
民
は
そ
の
始
め
儒
家
か
ら
出
た
も
の
が
多
い
が
'
窮
極

に
お
い
て
そ
の
思
想
は
道
家
的
に
な
る
の
が
普
藩
で
あ
る
.
す
で
に

孔
子
以
来
儒
家
思
想
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
個
人
主
義
は
､
-道
家
恩

.憩
に
お
い
て

7
暦
高
め
ら
れ
'
殊
に
荘
子
の
思
想
に
は
政
治
圏
外
に

自
適
せ
ん
と
す
る
傾
向
が
強
い
｡
六
朝
に
逸
民
や
廃
士
が
繰
出
し
た

こ
と
も
'
荘
子
の
思
想
と
深
-
結
び
つ
-
庵
の
で
あ
る
｡

女

に
稀
康
は
天
質
自
然
に
し
て
情
静
寡
欲
､
畢
間
は
師
事
せ
ず
し

.I./

.-

て
博
鷺
で
ぁ
り
'
長
じ
て
老
荘
を
好
ん
だ
｡
魂
の
宗
堂
と
賭
し
て
申

∫

散
大
夫
を
挿
し
た
こ
と
あ
り
.
技
術
に
巧
み
で
'
平
素
は
向
秀
等
と

兵

に
像
治
を
営
ん
で
5
度
.
稀
康
の
思
想
や
腰
度
を
親
う
べ
き
も
の

と
し
て

｢輿
山
王
波
路
焚
書
｣
が
あ
る
｡
こ
れ
は
同
じ
七
賢
の

1.
A

な
る
山
清
が
吏
部
倍
音
を
去
ろ
う
と
し
'
そ
の
後
任
に
稀
康
を
推
蕎

し
た
の
に
勤
し
､･
稀
康
が
そ
れ
を
嫌
っ
て
山
藩
に
輿
え
た
絶
交
書
で

あ
る
｡
稀
康
は
そ
の
中
に
お
い
て
'
人
倫
に
は
櫓
が
あ
b
t
朝
廷
に

は
法
と
5
う
も
の
が
あ
る
が
'
眉
分
に
と
り
て
官
に
つ
く
馬
に
は
七

I

不
堪

･
二
不
可
が
あ
る
と
て
'
そ
の
七
不
堪
と
は
､
1
t
.昏
分
は
朝

∫

寝
が
好
き
で
あ
る
.
2
'
琴
を
抱
い
て
行
吟
し
草
野
に
r
釣
す
る
と

い
う
こ
と
は
吏
に
な
る
と
也
来
な
い
｡
3
'
危
坐
す
る
と
す
ぐ
足
が

薄
れ
て
動
け
な
く
な
る
｡
そ
の
上
自
分
披
毒
が
多
く
て
､
稽
服
を
着

て
上
司
を
挿
す
る
よ
う
な
こ
と
は
堪
え
ら
れ
な
い
｡
4
'
物
を
書
-

こ
と
が
下
手
で
'
机
上
に
書
類
が
山
積
し
て
い
る
の
は
か
な
わ
ぬ
O

勉
強
し
て
も
と
て
も
長
練
き
は
し
な
い
｡
5
'
自
分
は
弔
S
が
嫌
S

で
､
そ
れ
で
は
僧
に
通
ら
ぬ
?
6
'
俗
人
が
嫌
い
で
'
彼
等
と
事
を

夷

に
し
宴
骨
ば
か
-
や
る
の
庭
堪
え
ら
れ
ぬ
｡
7
'
煩
わ
し
S
こ
と

t

は

1
切
嫌
い
な
の
に
'
官
事
多
務
で
束
縛
さ
れ
る
の
は
か
な
わ
ぬ
.

次
に
二
不
可
と
は
t

S､
つ
ね
に
湯
武
を
非
と
し
周
孔
を
軽
ん
じ
て

3
る
の
で
世
と
合
わ
ぬ
｡
㈲
'
悪
を
疾
む
こ
と
甚
し
く
'
獣
っ
て
牢

棒
し
て
い
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
は
､
.官
吏
と
し
て
甚
だ
不
可
で
あ

局
.
以
上
七
不
讐

示

可
と
S
ぅ
も
の
を
題
ん
で
み
る
と
i
彼
が
尭
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何
に
反
官
僚
的
で
あ
っ
た
か
を
よ
く
示
し
て
i
る
6
な
お
右
の
絶
交

書
の
前
文
に
は

｢
老
子
荘
周
は
吾
の
師
な
り
｣
と
い
い
'

｢
老
荘
を
ノ

讃
み
て
重
ね
て
そ
の
放
む
増
す
'
故
に
発
進
の
心
日
に
層
れ
任
賓
の

情
韓
た
篤
か
ら
し
む
｣
と
い
っ
て
'
義
正
を
第

7
義
に
推

し
て
い
る

が
､
そ
の
内
容
は
ほ
と
ん
ど
荘
子
の
思
想
で
あ
り
'
そ
の
上
に
神
仙
,

思
想
を
憧
れ
て
い
る
.･
観
衆
権
力
や
官
僚
的
な
地
位
を
弊
履
の
如
′く

蔑
視
L
t
俗
事
か
ら
高
椙
す
る
こ
と
は
荘
子
の
人
生
観
で
あ
る
｡
稀

康
が
右
に
お
い
て

｢
毎
非
湯
武
而
薄
周
孔
｣
と
い
っ
て
い
る
こ
と
は
'

こ
の
意
味
に
お
い
て
注
意
を
要
す
る
言
葉
で
あ
る
.1-

私
は
さ
き
に
'
正
始
時
代
.に
お
い
て
何
畳

･
王
弼
が
老
荘
を
鼓
吹

L
t
漢
代
の
縫
柴
に
代
る
も
の
と
し
て
無
の
原
理
を
打
ち
立
て
た
こ

と
を
述
べ
た
が
'
彼
等
に
お
い
て
は
'
老
荘
の
無
の
道
を
最
も
よ
-

一

縫
得
し
て
小
る
も
の
は
儒
家
の
聖
人
で
あ
り
'
老
子
荘
周
は
な
お
そ

れ
に
及
ば
な
S
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
鳶

し
か
る
に

そ
れ
よ
り
十
年
ば
か
-
を
経
た
七
賢
の
時
代
に
な
る
と
'
老
荘
の
地

位
は
更
に
前
進
L
t
性
と
ん
ど
老
子
荘
周
は
聖
人
と
同
格
の
所
ま
で

き
た
の
で
あ
る
｡

文
七
賢
の

1
人
な
る
王
城
が
問
題
を
出
し
て

｢
聖

人
は
名
敦
を
貴
び
老
荘
は
自
然
を
明
ら
か
に
す
'
そ
の
旨
同
じ
き
か

異
れ
格
か
｣
と
問
い
L
に
封
L
t
醗
酵
が

｢
滑
た
同
じ
き
こ
.･U
無
か

･d
ん
や

(同
じ
で
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
､
や
は
･り
同
じ
で
あ
る
)
｣

と
答
え
た
こ
と
が
見
え
て
い
る

(晋
書
四
境

臆
俸

-
世
詮
文
畢

01

第
に
は
玉
村
と
院
借
と
の
話
に
な
っ
て
い
る
).

こ
の
話
は
前
述
の

ヽ

●

王
弼
が
'
聖
人
は
無
を
髄
せ
る
に
考
子
は
未
だ
有
に
留
り
'
そ
れ
に

-
及
ば
ぬ
も
の
と
し
た
考
と
大
分
違
っ
て
き
て
い
る
.

.

7
髄
荘
子
に
お
い
て
は
聖
人
を
軽
視
す
る
思
想
が
強
い
の
で
>
そ

の
蹄
儀
籍
に
は
'
聖
は
革
に
畢
間
道
徳
ぼ
か
-
で
な
く
､
.盗
に
も
盈

′が
あ
る
と
い
っ
て
S
る
｡
と

の
荘
子
の
影
響
の
強
い
六
朝
に
あ
っ
て
'

一
部
に
聖
人
を
軽
ん
す
る
思
想
が
あ
る
こ
と
は
決
し
て
不
思
議
で
は

な
い
.
葛
決
の
抱
朴
子
は
そ
の
外
籍
に
お
S
て
は
儀
を
貴
ん
で
･5
右

け
れ
ど
も
､
内
箆
に
潜
S
て
は
仙
術
を
極
め
た
室
人
を
儒
家
の
聖
人

以
上
の
も
の
と
見
て
潜
り
'
そ
の
塀
閉
篭
に
は
'
聖
人
の
事
業
は
残

賊
を
.除
去
し
'
乱
世
を
治
め
'
鰻
柴
を
制
定
し
'
韓
を
著
し
教
を
垂

れ
'
風
俗
を
正
し
き
に
移
し
'
_衰
滅
せ
ん
と
す
る
君
主
や
固
豪
を
す

V
:い
,
辞
書
む
静
定
L
f

河
潜
の
書
を
壊
し
､
産
典
を
著
し
､
正
し

い
音
楽
を
作
り
て
心
を
勃
ら
げ
'
鹿
家
を
訓
え
'
諸
乳
に
招
か
れ
て

＼1

そ
の
要
め
拡
感
じ
'
か
ぐ
て
席
の
煙
る
暇
な
Y
.
限
り
な
{
政
務
に

遠
心
す
る
も
の
で
あ
り
'
要
す
る
に
筆
は
人
事
の
極
洗
で
あ
る
に
封

｢

L
f
道
の
奥
な
る
も
の
は
そ
れ
と
命
を
異
に
す
る
仙
道
の
至
人
に
間

■
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わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
'
荘
子
防

箇
籍
に
従
っ
て
変
人
を
分
析

し
､
そ
の
絶
封
な
ら
ざ
る
所
以
を
説
い
て
い
る
｡

〆

t

葛
決
は
東
晋
初
期
の
人
で
あ
る
が
'
東
晋
末
か
ら
南
北
朝
に
か
け

て
併
教
が
浸
潤
し
て
-
る
と
'
も
ち
ろ
ん
併
道
は
第

7
位
に
お
か
れ
'

I
老
荘
も
儒
家
も
そ
の
下
に
お
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
そ
れ
ら
の
緬
係

を
述
べ
た
も
の
は
弘
明
集
に
散
見
し
て
い
る
が
'
今
そ
の

一
例
と
し

N

て
南
斉
の
初
め
永
明
年
間
に
著
わ
さ
れ
た
周
願
の
言

(弘
明
集
六
)

に
'
攻
の
如
-
い
っ
て
い
る
.

｢
老
子
が
有
と
か
無
と
か
5
つ
て
S

る
の
は
未
だ
相
封
的
な
域
を
出
で
な
い
も
の
で
あ
っ
て
'
沸
教
で
い

う
非
有
非
無
と
い
う
物
に
即
し
な
が
ら
物
を
越
え
た
絶
封
の
境
鍵
に

は
ど
う
し
て
も
及
ば
な
い
も
の
で
あ
る
.

7
体
世
の
患
い
は
す
べ
で

.
有
に
執
著
す
る
と
そ
ろ
か
ら
起
っ
て
-
る
の
で
あ
る
か
'
そ
の
有
の

本
質
が
よ
-
摘
め
な
S
も
の
だ
か
ら
'
そ
.rこ
で
老
子
な
ど
は
無
を
崇

ヽ

ぶ
の
で
あ
る
O
有
d
本
質
が
明
ら
か
灯
さ
れ
な
い
の
は
大
な
る
妖
鮎

で
あ
る
け
れ
ど
も
､
し
か
し
老
子
は
と
も
か
く
静
を
倍
ぶ
か
ら
そ
の

意
味
で
映
鮎
を
禰
っ
て
5
る
O
そ
れ
で
JJ
そ
道
家
は
僻
教
に
稗
姦
す

る
の
で
雪

て
'･
#
が
黄
老
は
葦
に
警

る
摩
な
豊

い
う
の
は
そ

/

の
意
味
で
あ
る
｡
王
粥
や
何
畳
の
嘗
説
で
は
皆

老
子
は
聖
に
及
ば
な

僻

S
と
S
う
が
'
若
し
か
く
の
如
-
論
す
る
な
ら
ば
老
子
が
併
道
の
影
-

せ

11

轡
を
被
る
資
称
は
な
く
な
る
筈
で
あ
る
｡
私
は
老
子
の
位
置
Jを
王
醇

〟

や
何
重
の
よ
う
に
は
考
え
て
い
な
い
⊥
､
と
.
即
ち
周
職
に
48-い
て
は
'

老
子
は
儒
家
の
聖
人
と
比
べ
て
遜
色
な
い
も
の
で
あ
り
'
老
軒
と
孔

子
と
壮
同
格
に
あ
抄
･て
了
共
に
僻
道
の
影
響
の
下
に
立
ち
得
る
も
の

と
考
え
る
の
で
あ
る
.
右
に
卦
S
て
王
何
の
嘗
詮
と
い
.p
の
は
､
本

論
で
さ
き
に
の
べ
た
王
弼
が
襲
微
か
ら
無
の
こ
と
を
問
わ
れ
て
'
孔
､

子
は
無
を
埴
す
る
も
の
･で
あ
る
が
'
老
子
は
未
だ
有
に
留
っ
て
5
て

孔
子
に
及
ば
な
い
と
答
え
た
こ
と
を
指
す
も
の
の
如
く
で
あ
る
｡
右
.

に
臥
し
て
老
子
を
儒
家
の
聖
人
と
同
格
に
見
る
新
説
を
周
職
が
何
層

頃
に
お
い
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
'
亀
が
す
で
に
見
て
き
た
如

く
'
王
戒
と
院
魔
と
の
問
答
乃
至
偲
稀
康
等
の
考
は
新
説
の
中
に
入

.,d

る
べ
き
で
あ
る
.
こ
の
鮎
か
ら
い
っ
て
も
1
正
始
時
代
と
す
ぐ
そ
れ

に

つづ
く
魂
晋
の
際
と
の
間

に
&
.
思
想
史
上

7
0
の
撃
化
が
憩
つ

-ヽノ11

七

5
る
て
と
を
知
る
の
で
参
る
｡

′

①

以
下
魂
志
ir

曹
爽
停
及
び
窄
む
註
引
魂
略
等
に
操
る
O
何
皐
の
こ
T
J

も
そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
外
､
世
紀
新
語
に
散
見
す
る
｡

②
･
王
帝
の
こ
廿
は
艶
志
二
八
鉄
骨
停
註
引
の
何
物
作
王
帝
停
'
及
び
骨
層

新
語
に
見
え
る
｡

･魯

宇
都
宮
清
書
氏

｢
世
訣
新
語
の
時
伐
｣

(

東
方
革
報
京
都
第
十
ノ
こ
)
に

も
'
こ
の
文
を
引
い
て
漠
代
せ
此
戟
し

て
お
ら
れ
る
.
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④

｢
貌
晋
の
際
｣
と
い
う

官
業
は
富
噂
の
文
献
に
よ
Y
用
い
ら
れ
'

正
始

時
代
も
庚
義
の
魂
晋
の
際
に
入
れ
る
こ
と
も
出
乗
る
が
'
本
稿
に
お
い

て
は
特
に
､
正
始
未
年
の
ク
ー
≠

ク
ー
よ
り
西
晋
武
帝
即
位
ま
で
の
十

数
年
間
に
限
定
し
鞍

｡

⑤

以
下
貌
志
九
曹
爽
侍
､
及
び
証
引
鞠
未
停

･
劫
略
及
び
食
談
新
語
に
接

･
る

0

..

⑨ ⑧ ⑦ ⑥

世
説
任
誕
舞
｡

抱
朴
子
外
寓
語
飽
｡

｢
難
白
糸
好
畢
論
｣
(
懲
申
散
集
)
O

家
族
融
合
と
非
政
治
性
と
の
関
係
k
･つ
い
て
は
宇
都
宮
氏

｢
世
祝
新
語

の
時
代
｣
参
照
.-

ヽ
′

､
廟

`
こ
の
話
は
西
晋
時
代
の
も
の
で
奉
る
が
､
王
戒
が
七
賢
の

一
人
で
あ
り
'

院
謄
は
や
は
豊

資

の
1
<
瞥

農

の
子
､
既
修
溜

籍
の
子
で
掛

る
か
ら
'
＼
こ
の
話
に
盛
ら
れ
た
思
想
は
す
で
に
魂
晋
の
除
に
あ
り
て
七

･
賢
人
の
中
に
流
れ
て
い
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
｡

′

⑪

き
き
に

｢
正
始
の
普
｣
の
所
で
'
何
摩

･
王
粥
の
思
想
に
つ
き
'一
棟
晋

陽
秋
に
は

｢
荘
老
｣
と
い
い
'
発
心

塵
龍
に
は

｢
老
荘
が
孔
子
と
塗
を
,

･
争
う
｣
と
あ
る
を
掲
げ
た
が
､
こ
れ
ら
は
直
を
に
正
始
の
時
代
に
荘
子

.が
主
で
あ
り
'
乃
至
は
老
荘
が
孔
子
と
降
格
で
あ
っ
た
こ
と
の
許
嫁
に

は
原

つ
な
い
..
私
は
以
上
論
じ
蒸
れ
る
理
由
に
よ
Sj(

こ
れ
ら
は
魂
晋

･の
際
以
後
に
起
,O
た
現
象
を
'
無
造
作
に
正
顛
時
代
に
革
て
は
.め
た
も

.
の
で
あ
る
と
思
う
｡

､

昭
和
二
十
七
年
度
京
都
大
挙
文
革
部

東
洋
史
関
係
講
義
題
目

(
二
)

･･
演
習

章
蘇
州
集
(奮
三
回
新
四
回
塵
)

･
段
玉
裁

｢
説
文
解
字
珪
｣
(
蕃
三
回
生
j

ヰ
国
語
学
中
国
文
学

中
歯
語
厚
紙
説

対
偶
線

の
研
究

蘇
東
薮
研
究

明
清
文
研
究

㌔

現
代
文
革
史

●･

小

川

教
授

吾

川

教
授

小
.
川

教
授

′
橋

本

講
師

小
野
講
師

二二二二
三

〇

琵
琶
記
(新
四
回
生
)

文
言
初
歩
(新
三
回
生
)

作
文
(
萄
制
)

骨
希
作
文
(新
制
)

●
中
開
文
畢
史
､

現
代
散
文
(新

二
､
三
周
生
)

曽

川

教
授

小
､
川

敢
授

田
中
助
教
授

吉
川
教
授

･
入
夫
助
教
授

賛

辞
師

~
拳

講
師

.

-
藷
ー
川

教
授

･

小

川
/敦
鎗

一･番0-ら ,



THEDEVELOPMENTOFTHELAOITZUAND

CHUAN-G･TZUSCHOOLOFTfIOUGHTINTHE

TRANSITORYPER工ODFROMWEITOCHIN(魂曹)

ByYoshimiMurakami

･JntheperiodbetweentheCh8ng'ShineraofWeiand thetime

coveringovertenyearswhentheSsu･madanwastriyingtousurp,a

changewastakingplaceinthecurrentofLao･tzuandChuang･tえuthou･ i

ght.IntheCheng-shiheratheleadersofthisschoolofthoughtwere●Ho

ỲenandWangRung,whoputt壬嘩CurrentOfthoughtinTheSixDynasties

onafirmbasis,synthesizingvariouscurrentsoftaoisticthoughtafterthe

LCh占ng･an,especiallytheTai-ho,erasandtlarifyingthemeaningofLao-

tzu'S"nothin如ess･MThough alreadyinthistimethereappearedsyrpptoms
indicatingtheemergenceoftheclan system,theweidynastyWasStill

strong▲enough asacentralizedstate.･Andintheworldofthought

variousschoolsQfTaoism ofJⅠanwereinexistence.How･.ever,begin-1I
･- 2-



ningかiththelregencyOftheSsu･macILanintheCh占ng･sh/iherathe

clansystem wasbecomingmoreandmorepowerful,andatthesame･

timetheschoolofLao-tzuandChuang･tzu∴withtheutmostemphasis

inthethoughtofChuang-tzuwasgaininginin8.uence. Thisperiod

isrepresentedbytheso-called̀ s̀eveniage'softhebamboogrove,"andthel
periodisregardedason台ofthemostsigni庇a.ntperiodsoftransition

from theuhiaedemplretOthemedievalagesofaristocracy.
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