
成
玄
英
『
老
子
義
疏
』
　
に
お
け
る
　
｢
道
｣
　
と
　
｢
老
君
｣
　
に
つ
い
て

1
　
は
じ
め
に

従
来
､
唐
初
の
代
表
的
な
道
士
で
あ
る
成
玄
英
の
　
『
老
子
義
疏
』
　
の
　
｢
道
｣

は
､
老
荘
思
想
や
魂
晋
玄
学
の
　
｢
道
｣
と
同
じ
-
抽
象
的
な
｢
理
法
｣
の
意
味
と

し
て
の
み
解
釈
さ
れ
て
き
た
｡
そ
し
て
､
そ
の
理
由
は
『
老
子
義
疏
』
　
の
思
想

を
主
に
古
代
の
道
家
思
想
や
貌
晋
の
玄
学
の
方
面
か
ら
理
解
し
よ
う
と
し
た
か

ら
で
あ
る
｡
例
え
ば
'
強
呈
氏
は
『
老
子
義
疏
』
　
の
　
｢
道
｣
を
全
て
の
存
在
香

(
-
)

存
在
た
ら
し
め
る
｢
客
観
的
形
而
上
存
在
｣
と
し
て
お
り
､
湯
一
介
氏
は
｢
天

丁
こ

地
万
物
の
本
体
｣
と
し
て
い
る
が
､
こ
れ
ら
の
研
究
は
論
文
の
題
目
か
ら
も
窺

え
る
よ
う
に
､
魂
晋
玄
学
を
出
発
点
に
し
て
成
玄
英
の
思
想
を
理
解
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
｡
ま
た
'
先
行
研
究
に
共
通
す
る
傾
向
は
成
玄
英
の
　
『
老
子

義
疏
』
を
理
解
す
る
際
に
彼
の
　
『
荘
子
疏
』
を
参
考
に
し
て
い
る
と
い
う
点
で

あ
る
｡
つ
ま
り
､
『
老
子
義
疏
』
　
の
　
｢
道
｣
を
理
解
す
る
際
に
　
『
老
子
義
疏
』

の
徹
底
し
た
分
析
を
通
し
て
で
は
な
-
､
『
荘
子
疏
』
　
の
　
｢
道
｣
或
い
は
玄
学

の
そ
れ
と
を
参
考
に
し
て
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
の
結
果
『
老
子
義
疏
』

成
玄
英
『
老
子
義
疏
』
に
お
け
る
｢
道
｣
と
｢
老
君
｣
に
つ
い
て

鹿
　
桓

の
｢
道
｣
に
含
ま
れ
て
い
る
道
教
的
な
意
味
を
見
逃
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
｡
と
い
う
の
は
､
筆
者
の
考
え
で
は
『
老
子
義
疏
』
に
は
『
荘
子
疏
』

と
は
違
っ
て
､
道
教
的
色
彩
が
強
-
現
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
､
『
荘
子
疏
』

で
は
自
然
哲
学
的
側
面
､
つ
ま
り
本
来
の
『
荘
子
』
　
の
思
想
や
玄
学
の
　
｢
道
｣

の
思
想
を
際
立
た
せ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
る
｡
こ
の
両
者
の
違
い

を
見
逃
す
と
､
『
老
子
義
疏
』
　
の
　
｢
道
｣
を
､
『
荘
子
』
や
玄
学
の
そ
れ
と
同
じ

意
味
で
論
じ
て
も
､
何
ら
不
都
合
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
こ
の
よ
う
な

:
ォ
3
内

傾
向
は
､
最
近
発
表
さ
れ
た
孫
路
易
氏
の
　
｢
成
玄
英
の
　
｢
道
｣
　
の
再
考
｣
　
に
お

い
て
も
同
様
で
あ
る
｡
孫
氏
は
､
魂
普
玄
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
行
っ
て
い

な
い
点
か
ら
す
る
と
､
強
星
氏
や
湯
一
介
氏
と
は
方
法
を
異
に
す
る
と
い
え
る

が
､
依
然
と
し
て
気
論
や
有
無
或
い
は
心
性
と
い
っ
た
枠
組
み
の
み
を
も
っ
て

『
老
子
義
疏
』
　
の
　
｢
道
｣
を
理
解
し
て
い
る
｡

こ
れ
ら
の
研
究
の
問
題
点
は
『
老
子
義
疏
』
が
基
づ
い
て
い
る
道
教
思
想
､

具
体
的
に
は
六
朝
道
教
思
想
を
最
初
か
ら
考
察
の
範
囲
か
ら
除
外
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
｡
そ
の
結
果
､
『
老
子
義
疏
』
　
の
　
｢
道
｣
　
の
意
味
や
序
文
の
　
｢
老
子

道
徳
経
開
題
｣
　
に
現
れ
た
道
教
思
想
が
十
分
に
解
明
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思

二
三



わ
れ
る
｡
そ
こ
で
､
小
稿
で
は
成
玄
英
の
　
｢
老
子
道
徳
経
開
題
｣
　
(
以
後
｢
開

題
｣
と
略
称
)
　
と
『
老
子
義
疏
』
　
に
現
れ
る
｢
道
･
老
君
･
聖
人
｣
　
の
三
者
の】ihE

関
係
を
､
六
朝
道
教
思
想
と
唐
初
の
仏
道
論
争
の
方
面
か
ら
考
察
し
て
み
た
い
｡

二
　
『
老
子
義
疏
』
　
の
　
｢
道
｣
　
と
　
｢
聖
人
｣

『
老
子
義
疏
』
　
の
第
十
四
章
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
｡

第
三
明
'
道
非
愚
智
､
妙
絶
名
言
｡
(
中
略
)

[
本
文
第
十
四
章
]
　
縄
縄
不
可
名
｡

[
疏
]
　
(
中
略
)
言
聖
人
班
能
白
正
､
復
能
正
他
､
故
縄
縄
｡

本
文
の
　
｢
縄
縄
｣
な
る
語
は
､
本
来
『
道
徳
経
』
の
文
脈
に
お
い
て
は
､
万

物
の
根
源
と
し
て
の
　
｢
道
｣
を
形
容
す
る
述
語
で
あ
る
｡
魂
晋
時
代
の
代
表
的

な
　
『
道
徳
経
』
注
釈
者
で
あ
る
王
弼
は
､
｢
道
｣
が
　
｢
無
｣
と
　
｢
有
｣
と
の
両

:ゥ:

側
面
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
表
す
語
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
｡
つ

ま
り
｢
道
｣
と
は
｢
有
｣
と
｢
無
｣
と
い
う
二
本
の
ひ
も
を
緩
り
合
せ
た
縄
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
､
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
そ
れ
に
対
し
て
成
玄
英
は
聖
人

の
　
｢
自
正
｣
と
｢
正
他
｣
　
の
側
面
を
形
容
す
る
語
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
｡
こ

こ
で
　
｢
白
正
｣
　
と
　
｢
正
他
｣
　
は
別
の
言
い
方
を
す
る
と
'
第
十
章
疏
に
あ
る

｢
自
利
｣
と
　
｢
利
他
｣
　
で
あ
る
｡
成
玄
英
は
｢
縄
縄
｣
を
聖
人
の
自
己
解
脱
と

衆
生
救
済
と
の
両
方
の
側
面
を
表
す
語
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
こ

か
ら
成
玄
英
が
『
道
徳
経
』
　
の
　
｢
道
｣
を
形
容
す
る
語
を
｢
聖
人
｣
　
の
在
り
方

を
表
す
語
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
｡
こ
の
よ
う
な
例
を
も
う
一

二
四

つ
挙
げ
て
み
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
｡

[
本
文
第
四
十
章
]
　
反
者
'
道
之
動
｡

[
疏
]
　
(
中
略
)
得
道
聖
人
､
超
凌
三
境
｡
但
以
慈
悲
救
物
､
反
入
三
羅
､

混
迩
有
中
､
赴
機
鷹
化
｡

こ
こ
の
　
｢
反
と
は
道
の
動
き
な
り
｣
は
､
後
ろ
に
続
-
｢
弱
と
は
道
の
用
な

り
｣
と
対
を
成
す
語
句
で
あ
る
が
､
前
者
が
世
界
を
成
り
立
た
せ
る
原
理
と
し

て
の
道
の
運
動
を
表
し
て
い
る
の
に
対
し
て
､
後
者
は
そ
の
働
き
を
述
べ
て
い

る
｡
王
輔
の
場
合
は
｢
反
と
は
道
の
動
き
な
り
｣
　
の
　
｢
反
｣
を
｢
有
｣
と
｢
無
｣

と
の
相
関
関
係
と
し
て
捉
え
て
い
る
｡
具
体
的
に
は
｢
高
｣
や
｢
貴
｣
や
｢
有
｣

は
､
そ
の
反
対
概
念
で
あ
る
｢
下
｣
や
｢
賎
｣
や
｢
無
｣
　
に
よ
っ
て
成
り
立
っ

C
D

て
い
る
と
解
釈
し
て
い
る
｡
つ
ま
り
､
世
界
は
相
反
す
る
関
係
に
よ
っ
て
成
り

立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
そ
れ
に
対
し
て
成
玄
英
は
､
道
を
得
た
聖

人
の
在
り
方
と
し
て
捉
え
て
い
る
｡
具
体
的
に
は
､
輪
廻
転
生
を
繰
り
返
し
な

が
ら
修
行
を
積
ん
で
よ
う
や
-
解
脱
に
達
し
た
聖
人
は
､
輪
廻
転
生
か
ら
自
由

に
な
り
､
三
界
(
或
い
は
三
清
境
)
　
を
も
越
え
て
最
上
天
の
大
羅
天
に
居
る
が
､

衆
生
の
救
済
と
教
化
の
た
め
に
再
び
三
界
の
　
｢
有
｣
　
の
世
界
に
戻
る
　
(
皮
)
､

と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
こ
こ
か
ら
も
成
玄
英
が
『
道
徳
経
』
　
の
　
｢
道
｣
　
の
在
り

方
を
表
す
語
を
｢
聖
人
｣
　
の
在
り
方
'
具
体
的
に
は
衆
生
救
済
と
教
化
の
行
為

を
表
す
語
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
｡
換
言
す
れ
ば
､
王
弼
が
世

界
を
成
り
立
た
せ
る
原
理
と
し
て
捉
え
て
い
た
｢
道
｣
を
､
成
玄
英
は
｢
聖
人
｣

と
い
う
人
間
の
在
り
方
を
指
す
語
と
し
て
捉
え
直
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
｡
こ

の
よ
う
な
捉
え
方
は
､
成
玄
英
が
『
道
徳
経
』
　
の
　
｢
道
｣
を
､
｢
聖
人
｣
　
そ
の



も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
が
､
そ
れ
で
は
成
玄

英
が
｢
道
｣
と
し
て
い
る
｢
聖
人
｣
と
は
'
一
体
誰
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
か
｡
次
に
そ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
｡

三
　
『
老
子
義
疏
』
　
の
　
｢
聖
人
｣
　
と
　
｢
老
君
｣

老
君
(
=
老
子
の
敬
称
)
　
な
る
人
物
と
彼
の
説
い
た
教
え
と
を
そ
れ
ぞ
れ
五

つ
の
項
目
に
分
け
て
説
明
し
て
い
る
｢
開
題
｣
　
で
は
､
真
理
の
体
現
者
と
し
て

の
老
君
の
在
り
方
で
あ
る
｢
法
体
｣
　
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

第
三
法
髄
者
､
案
『
九
天
生
神
経
』
云
｢
聖
人
以
玄
元
始
三
気
馬
健
.
｣

言
同
三
天
之
妙
気
也
｡

こ
こ
で
成
玄
英
は
､
『
九
天
生
神
経
』
を
引
用
す
る
形
式
を
借
り
て
､
老
君

の
存
在
を
成
す
要
素
を
｢
玄
元
始
三
気
｣
と
い
う
語
で
説
明
し
て
お
り
､
更
に

そ
れ
を
｢
三
天
｣
と
結
び
付
け
て
い
る
｡
こ
こ
に
い
う
『
九
天
生
神
経
』
と
は

六
朝
時
代
の
代
表
的
な
霊
宝
経
で
あ
る
　
『
洞
玄
憲
章
自
然
九
天
生
紳
章
経
』

(
H
Y
三
一
八
｡
以
後
『
九
天
生
紳
章
経
』
と
略
称
)
　
の
こ
と
で
あ
る
が
､
そ

こ
に
は
｢
玄
元
始
三
気
｣
な
る
語
は
出
て
来
る
も
の
の
､
｢
聖
人
､
玄
元
始
三

気
を
以
っ
て
体
と
為
す
｣
と
い
う
表
現
自
体
は
見
当
た
ら
ず
'
ま
た
｢
玄
元
始

三
気
｣
を
老
君
之
結
び
付
け
て
も
い
な
い
｡
よ
っ
て
､
こ
の
箇
所
を
老
君
と
結

び
付
け
､
更
に
そ
れ
を
｢
三
天
｣
　
の
概
念
を
用
い
て
説
明
し
て
い
る
の
は
､
成

(
-
)

玄
英
の
解
釈
が
加
え
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
成
玄
英
が
そ
の
よ
う
な
解

釈
を
加
え
る
際
に
は
､
当
然
彼
が
基
づ
い
て
い
る
何
ら
か
の
思
想
的
背
景
が
あ

成
玄
英
『
老
子
義
疏
』
に
お
け
る
｢
道
｣
と
｢
老
君
｣
に
つ
い
て

る
で
あ
ろ
う
が
う
　
そ
の
背
景
を
解
明
す
る
こ
と
は
彼
の
　
『
老
子
義
疏
』
　
の
思
想

を
理
解
す
る
上
で
重
要
で
あ
ろ
う
｡
そ
こ
で
､
以
下
で
は
そ
の
作
業
の
一
環
と

し
て
､
先
ず
成
玄
英
が
引
用
し
て
い
る
『
九
天
生
神
童
経
』
　
の
該
当
箇
所
を
検

討
す
る
こ
と
に
し
た
い
｡
『
九
天
生
紳
章
経
』
　
に
お
い
て
　
｢
玄
元
始
三
乗
｣
な

る
語
は
､
序
に
相
当
す
る
　
｢
三
資
大
有
金
吾
｣
　
の
出
だ
し
の
と
こ
ろ
に
､
次
の

よ
う
に
出
て
く
る
｡

(
A
)
天
賓
君
者
､
則
大
洞
之
尊
神
｡
天
資
丈
人
則
天
資
君
之
組
気
也
｡
-

(
丈
人
)
後
至
龍
漠
元
年
､
化
生
天
賓
君
､
肋
屠
時
競
｢
高
上
大
有
玉
清
宮
｣
｡

憲
章
君
者
'
則
洞
玄
之
尊
神
｡
憲
章
丈
人
則
憂
賓
君
之
租
気
也
｡
-
(
丈

人
)
後
至
龍
漠
開
園
､
化
生
蛋
賓
君
､
経
一
劫
至
赤
明
元
年
､
出
書
度
人

時
､
鍍
｢
上
清
玄
都
玉
京
七
賓
紫
微
宮
｣
｡
神
資
君
者
､
則
洞
紳
之
尊
神
｡

紳
賛
文
人
則
神
賛
君
之
組
克
也
｡
-
(
丈
人
)
後
至
赤
明
元
年
､
化
生
紳
賛

君
､
経
二
劫
至
上
皇
元
年
､
他
唐
時
､
競
｢
三
皇
洞
紳
太
清
太
極
宮
｣
｡

(
ち
)
　
此
三
競
､
雛
年
殊
競
異
､
本
同
l
也
｡
分
薦
玄
元
始
三
気
而
治
｡

三
賓
皆
三
乗
之
尊
神
｡
-
運
推
数
極
､
三
気
開
光
｡
気
清
高
澄
､
積
陽
成

天
｡
気
結
凝
樺
､
積
滞
成
地
｡
-
三
気
馬
天
地
之
尊
　
(
1
　
　
二
a
)

先
ず
､
(
A
)
　
に
よ
る
と
　
｢
三
賓
君
｣
と
は
｢
天
資
君
･
憲
章
君
･
紳
賓
君
｣

の
こ
と
で
あ
り
､
彼
等
は
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
の
元
に
な
る
祖
気
(
=
丈
人
)
　
が

変
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
｡
そ
し
て
､
｢
三
賓
君
｣
　
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る

劫
(
龍
漢
･
赤
明
･
上
皇
)
　
に
出
現
し
て
説
法
(
出
書
)
　
し
､
或
い
は
人
々
を

救
済
(
度
人
)
　
し
た
と
あ
る
が
､
こ
こ
か
ら
彼
等
が
人
々
を
教
化
す
る
聖
人
の

よ
う
な
存
在
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
｡
ま
た
､
(
B
)
　
の
　
｢
此
の
三
号
､
年
殊

二
五



り
号
異
る
と
難
も
､
本
同
一
な
り
｣
と
は
'
｢
三
賓
君
｣
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る

劫
に
　
｢
出
書
｣
し
た
た
め
異
な
る
称
号
が
付
い
た
だ
け
で
あ
り
､
彼
等
の
根
源

は
同
じ
で
あ
る
､
言
い
換
え
れ
ば
み
な
同
一
の
　
｢
気
｣
か
ら
派
生
し
た
も
の
で

あ
る
､
と
い
う
意
味
で
あ
る
｡

さ
て
､
成
玄
英
が
引
用
し
て
い
る
｢
聖
人
'
玄
元
始
三
気
を
以
っ
て
体
と
為

す
｣
　
に
類
似
し
て
い
る
箇
所
は
､
(
B
)
　
の
　
｢
分
ち
て
玄
元
始
三
気
と
為
り
て

治
む
｣
　
で
あ
る
｡
但
し
､
こ
の
文
章
は
簡
潔
過
ぎ
て
確
か
な
意
味
は
定
め
難
い

が
､
ま
ず
｢
治
め
る
｣
と
い
う
動
詞
が
あ
る
点
か
ら
す
る
と
主
語
は
｢
三
賓
君
｣

と
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
続
い
て
　
｢
三
宝
は
み
な
三
気
の
尊
神
な
り
｣
と
あ

る
の
で
､
三
宝
君
は
玄
元
始
三
気
か
ら
成
る
尊
い
神
格
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
｡

ま
た
､
(
B
)
　
の
後
ろ
の
と
こ
ろ
に
よ
る
と
､
｢
玄
元
始
三
気
｣
は
天
地
を
生
成

す
る
根
源
と
さ
れ
て
い
る
が
､
こ
こ
か
ら
三
宝
君
を
成
し
て
い
る
｢
三
気
｣
　
に

は
宇
宙
生
成
論
的
意
味
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
｡
更
に
成
玄
英
は
､

｢
三
天
の
妙
気
と
同
じ
き
を
言
う
な
り
｣
と
注
記
を
付
け
て
い
る
が
､
こ
う
い

う
考
え
方
は
既
に
『
九
天
生
面
章
経
』
　
の
　
｢
三
賓
章
｣
や
『
太
兵
科
』
　
(
H
Y

一
二
一
九
『
道
教
義
椙
』
巻
七
｢
混
元
義
第
二
十
五
｣
の
引
用
文
)
　
や
『
太
上

洞
玄
室
費
業
報
因
縁
経
』
(
H
Y
三
三
六
｡
巻
十
｢
叙
数
品
第
二
十
六
｣
｡
以
下

『
業
報
因
縁
経
』
と
略
称
)
　
に
見
え
る
｡
こ
れ
ら
の
経
典
に
よ
れ
ば
､
三
天
は

三
気
か
ら
成
っ
て
お
り
､
三
宝
君
は
三
天
を
治
め
て
い
る
｡

｢
開
題
｣
　
の
　
｢
聖
人
､
玄
元
始
三
気
を
以
っ
て
体
と
為
す
｣
と
い
う
引
用
の

仕
方
か
ら
､
成
玄
英
は
三
宝
君
を
聖
人
と
見
な
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
が
､

そ
れ
を
老
君
の
在
り
方
を
説
明
す
る
際
に
引
用
し
て
い
る
か
ら
'
彼
は
老
君
を

二
六

三
宝
君
と
同
様
の
聖
人
､
或
い
は
三
宝
君
そ
の
も
の
と
し
て
見
な
し
て
い
た
こ

と
が
読
み
取
れ
る
｡
｢
老
君
は
三
宝
君
と
同
様
に
玄
元
始
三
気
か
ら
な
っ
て
い

る
聖
人
で
あ
る
｣
と
い
う
成
玄
英
の
解
釈
は
'
老
君
に
三
宝
君
と
同
様
の
　
｢
教

化
｣
　
の
役
割
を
担
わ
せ
る
と
共
に
､
｢
生
成
｣
　
の
働
き
と
も
何
ら
か
の
関
わ
り

を
持
た
せ
て
い
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
｡
ま
た
｢
開
題
｣
に
お
い
て
老
君
が
聖

人
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
､
『
老
子
義
疏
』
　
の
　
｢
聖
人
｣

と
は
ほ
か
な
ら
ぬ
　
｢
老
君
｣
　
の
こ
と
で
あ
り
､
｢
聖
人
｣
の
言
い
換
え
で
あ
っ
た

｢
道
｣
も
｢
老
君
｣
を
指
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
｡
そ
う
す
る
と
『
老
子
義

疏
』
　
に
お
い
て
は
｢
道
｣
と
　
｢
老
君
｣
と
｢
聖
人
｣
と
は
み
な
同
一
の
こ
と
を

/
1
･
)

指
す
別
の
言
い
方
に
な
る
の
で
あ
る
｡

以
下
で
は
六
朝
時
代
の
道
典
に
出
て
-
る
｢
老
君
｣
と
　
｢
玄
元
始
三
気
｣
と

の
言
及
を
手
掛
か
り
に
し
て
､
両
者
の
関
係
を
よ
り
詳
し
-
検
討
し
､
以
上
の

推
測
を
確
か
め
た
い
と
思
う
｡
老
君
と
玄
元
始
三
気
に
つ
い
て
最
も
詳
し
い
説

明
が
な
さ
れ
て
い
る
文
献
の
一
つ
は
､
劉
宋
初
め
の
天
師
道
の
作
と
さ
れ
て
い

る
『
三
天
内
解
経
』
　
(
X
>
1
I
一
〇
五
)
　
で
あ
る
が
､
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に

あ
る
｡

A
　
三
乗
混
沌
､
相
因
而
化
生
玄
妙
玉
女
｡
玉
女
生
後
､
混
気
凝
結
､
化

生
老
子
｡
･
･
･
生
而
自
首
､
故
競
馬
老
子
.
老
子
者
'
老
君
也
｡
-
老
君
､

布
散
玄
元
始
気
｡
･
･
･
玄
気
清
淳
､
上
昇
篤
天
｡
始
気
濃
濁
､
凝
下
薦
地
｡

元
素
軽
微
'
通
流
爵
水
｡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
巻
上
･
二
b
)

B
　
蓋
三
遷
同
根
而
異
支
者
o
無
残
大
道
･
清
約
大
道
･
備
道
､
此
三
遷

同
是
太
上
老
君
之
法
而
教
化
不
同
｡
大
姉
於
厳
達
｡
　
(
巻
上
･
九
b
)



先
ず
､
A
に
は
｢
玄
元
始
三
気
｣
　
の
変
化
で
あ
る
玄
妙
玉
女
か
ら
老
君
が
生

ま
れ
た
と
あ
る
が
'
こ
れ
は
老
君
も
玄
元
始
三
気
か
ら
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示

す
も
の
で
あ
る
｡
更
に
､
老
君
は
そ
の
三
気
を
も
っ
て
天
地
を
生
成
し
た
と
あ

る
か
ら
､
こ
こ
か
ら
｢
玄
元
始
三
気
｣
と
は
､
老
君
の
天
地
生
成
を
根
拠
づ
け

る
宇
宙
論
的
概
念
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
｡
ま
た
B
に
は
､
老
君
が
無
為
大
道

や
清
約
大
道
及
び
仏
道
な
ど
の
　
｢
三
道
｣
　
の
教
え
を
作
っ
た
と
あ
る
か
ら
､
老

君
が
諸
教
の
源
と
し
て
も
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
｡
こ
れ
に
よ

る
と
､
老
君
は
天
地
万
物
の
源
で
あ
る
と
同
時
に
諸
教
の
源
と
さ
れ
て
い
る
｡

こ
う
し
て
み
る
と
'
『
三
天
内
解
経
』
に
お
け
る
老
君
像
は
､
『
九
天
生
面
章

樫
』
　
に
お
け
る
三
宝
君
の
そ
れ
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
｡
つ
ま
り
､

両
者
は
共
に
万
物
を
生
成
す
る
玄
元
始
三
気
か
ら
成
っ
て
お
り
､
更
に
教
化
の

主
体
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
恐
ら
-
こ
の
よ
う
な
類
似
性

か
ら
､
成
玄
英
は
『
九
天
生
紳
章
経
』
　
の
　
｢
玄
元
始
三
気
｣
を
老
君
と
結
び
付

け
た
の
で
あ
ろ
う
｡
但
し
'
彼
が
『
三
天
内
解
超
』
　
で
は
な
く
『
九
天
生
伸
幸

経
』
を
引
用
し
た
理
由
は
､
『
九
天
生
伸
幸
経
』
　
の
方
が
道
教
の
形
成
に
及
ぼ

し
た
影
響
力
が
よ
り
大
き
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
｡
と
い
う
の
は
､
『
九
天
生

紳
章
経
』
　
の
序
の
前
半
部
は
､
道
教
の
宇
宙
論
の
原
形
に
な
る
と
同
時
に
､
道

｢
'
-
)

教
経
典
の
分
類
法
で
あ
る
｢
三
洞
説
｣
　
の
基
に
も
な
る
も
の
で
あ
り
､
後
に
も

(S)

道
教
の
宇
宙
論
と
三
洞
説
を
語
る
場
面
で
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡

因
み
に
'
A
に
は
｢
老
子
と
は
老
君
な
り
｣
と
あ
る
が
､
こ
れ
は
周
の
時
代
に

世
に
出
現
し
た
老
子
は
､
実
は
老
君
(
-
太
上
老
君
)
　
の
無
数
の
変
化
の
う
ち

l
人
に
過
ぎ
な
い
の
だ
'
と
い
う
こ
と
を
L
<
め
か
し
て
い
る
｡
つ
ま
り
､
老
君

成
玄
英
『
老
子
義
疏
』
に
お
け
る
｢
道
｣
と
｢
老
君
｣
に
つ
い
て

は
歴
代
に
国
師
と
し
て
世
に
現
れ
て
き
て
お
り
　
(
出
世
)
､
具
体
的
に
は
神
農

民
の
時
代
に
は
｢
大
成
子
｣
な
る
号
で
､
黄
帝
の
時
代
に
は
｢
虞
成
子
｣
な
る

号
で
､
そ
し
て
周
の
時
代
に
は
｢
老
子
｣
な
る
号
で
出
現
し
､
人
々
を
教
化
す

ォ
)

る
た
め
に
国
師
を
務
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
こ
れ
を
成
玄
英
が
好
ん
で
用

い
て
い
る
｢
本
迩
｣
　
の
概
念
を
借
り
て
説
明
す
れ
ば
､
老
君
は
｢
本
｣
　
に
当
た

り
､
大
成
子
や
広
成
子
或
い
は
老
子
な
ど
は
｢
迩
｣
　
に
当
た
る
｡

一
方
､
『
三
天
内
解
経
』
　
の
他
に
　
｢
老
君
｣
と
　
｢
玄
元
始
三
乗
｣
と
の
関
係

に
つ
い
て
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
道
典
と
し
て
は
､
同
じ
く
劉
末
の
天
師
道
の

作
と
さ
れ
て
い
る
　
｢
大
道
家
令
戒
｣
　
(
H
Y
七
八
八
『
正
一
法
文
天
師
教
戒
科

(S)

経
』
所
収
)
　
が
挙
げ
ら
れ
る
が
､
｢
大
道
家
令
戒
｣
　
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
は

｢
老
君
｣
　
の
こ
と
を
｢
道
｣
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
｡

A
　
道
'
復
作
五
千
文
｡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
十
三
b
)

B
　
道
､
授
以
微
気
｡
其
色
有
三
｡
玄
元
始
気
､
是
也
｡
玄
青
馬
天
､
始

黄
薦
地
､
元
白
馬
道
也
｡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
十
二
a
)

C
　
道
､
以
漢
安
元
年
五
月
1
日
-
造
出
正
一
盟
威
之
道
､
輿
天
地
券
要
､

立
二
十
四
治
､
分
布
玄
元
始
気
治
民
｡
　
　
　
　
　
　
(
十
四
a
J
-
-
,
-
Q
)

先
ず
､
A
の
記
述
か
ら
｢
道
｣
と
は
老
子
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
｡
B
で
は
『
三
天
内
解
経
』
と
同
じ
-
､
老
君
(
=
道
)
　
が
｢
玄
元
始
一
二

気
｣
か
ら
天
地
を
生
成
し
た
と
し
て
い
る
｡
C
の
　
｢
玄
元
始
気
を
分
布
し
て
民

を
治
む
｣
　
は
､
玄
元
始
三
気
が
　
｢
道
｣
　
(
=
老
君
)
　
の
教
化
活
動
　
(
-
袷
)
　
と

も
関
わ
り
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
'
こ
れ
は
既
に
考
察
し
た

『
九
天
生
紳
章
経
』
　
の
序
の
前
半
部
の
　
｢
分
ち
て
玄
元
始
三
気
と
為
り
て
治
む
｣

二
七



(
一
b
)
と
も
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
｡

以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
､
成
玄
英
が
老
君
の
法
体
を
説
明
す
る
際
に
用
い
た

『
九
天
生
紳
章
経
』
　
の
序
の
　
｢
三
賛
君
｣
　
の
思
想
は
､
天
師
道
の
　
『
三
天
内
解

経
』
や
｢
大
道
家
令
戒
｣
　
の
思
想
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き

る
で
あ
ろ
う
｡
三
宝
君
や
老
君
の
よ
う
な
聖
人
観
､
つ
ま
り
生
成
の
根
源
で
あ

る
と
同
時
に
教
化
の
主
体
で
も
あ
る
聖
人
観
は
､
道
教
的
聖
人
観
の
特
徴
で
あ

る
｡
例
え
ば
『
業
報
因
縁
経
』
巻
十
の
　
｢
流
通
品
｣
　
に
は
､
｢
道
君
告
普
番
目
､

吾
自
造
化
天
地
-
世
出
教
法
｣
と
あ
っ
て
､
太
上
道
君
が
天
地
を
生
成
し
､
人
々

を
教
化
し
た
と
自
ら
語
っ
て
お
り
､
巻
九
の
　
｢
生
化
品
｣
　
に
は
｢
元
始
念
世
､

教
化
人
間
､
従
劫
到
劫
､
数
等
塵
抄
｡
開
張
天
地
､
造
化
陰
陽
､
莫
不
皆
由
元

始
夫
｣
と
あ
っ
て
､
元
始
天
尊
が
天
地
を
開
き
､
人
々
を
教
化
し
た
と
あ
り
､

ま
た
巻
十
の
　
｢
叙
数
品
｣
　
に
は
｢
道
君
日
､
元
始
以
l
気
化
生
三
気
､
分
馬
三

天
｡
l
日
始
気
､
薦
清
微
天
､
親
玉
清
境
､
天
資
君
所
化
､
出
洞
産
経
十
二
部
､

以
教
天
中
九
聖
｣
と
あ
っ
て
､
元
始
天
尊
が
一
気
を
も
っ
て
三
天
の
天
上
界
を

生
成
し
､
そ
の
三
天
で
三
宝
君
が
｢
出
書
｣
し
教
化
し
た
と
し
て
い
る
｡
こ
こ

に
述
べ
ら
れ
て
い
る
太
上
道
君
や
元
始
天
尊
の
イ
メ
ー
ジ
は
､
三
宝
君
や
老
君

の
そ
れ
と
全
く
一
致
し
て
お
り
'
こ
れ
ら
の
例
か
ら
も
道
教
の
聖
人
と
は
｢
生

成
｣
と
　
｢
教
化
｣
と
の
両
方
の
働
き
を
す
る
も
の
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い

る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
｡

二
八

は
じ
め
に
､
い
ま
一
度
『
老
子
義
疏
』
　
に
お
い
て
は
｢
道
｣
と
｢
聖
人
｣
と

｢
老
君
｣
と
の
三
者
が
基
本
的
に
は
一
致
し
て
い
る
こ
と
を
具
体
例
を
挙
げ
て

確
認
し
た
い
と
思
う
｡
『
老
子
義
疏
』
　
の
第
二
十
一
章
で
は
次
の
よ
う
に
い
う
｡

第
三
明
､
此
聖
人
以
三
1
薦
髄
｡

[
本
文
第
二
十
l
章
]
　
悦
惚
中
有
物
､
惚
懐
中
有
象
､
窃
冥
中
有
精
｡

[
疏
]
　
中
有
物
､
郎
是
神
｡
神
､
妙
物
島
名
也
｡
離
復
非
無
非
有
､
而
有

而
無
｡
故
是
妙
也
｡
中
有
象
､
郎
是
菊
｡
難
復
非
象
非
色
､
而
薦
色

薦
象
｡
故
是
気
也
｡
言
､
道
程
種
愛
現
｡
故
不
物
而
物
､
不
象
而
象

也
｡
窃
冥
､
深
遠
也
｡
有
精
､
即
精
智
也
｡
言
､
道
難
読
冥
悦
懐
､

而
甚
有
精
重
｡
智
照
無
方
､
紳
功
不
測
也
｡

四
　
『
老
子
義
疏
』
　
の
老
君
像

こ
こ
で
成
玄
英
は
､
先
ず
本
文
の
第
三
段
落
の
　
｢
悦
惚
の
中
に
物
有
り
､
惚

悦
の
中
に
象
有
り
､
窃
貫
の
中
に
精
有
り
｣
　
に
つ
い
て
　
｢
第
三
､
此
れ
聖
人
≡

一
を
以
っ
て
体
と
為
す
を
明
か
す
｣
と
ま
と
め
た
後
､
疏
の
と
こ
ろ
で
は
｢
道
､

窃
冥
悦
惚
た
り
と
難
も
､
而
れ
ど
も
甚
だ
精
震
有
り
｡
智
照
無
方
に
し
て
､
神

功
測
ら
ざ
る
を
言
う
な
り
｣
と
､
｢
聖
人
｣
を
　
｢
道
｣
と
言
い
換
え
て
い
る
｡

こ
こ
か
ら
｢
道
｣
が
　
｢
聖
人
｣
　
の
別
の
言
い
方
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
｡

こ
こ
に
い
う
｢
三
一
｣
と
は
同
一
の
聖
人
を
成
し
て
い
る
三
つ
の
要
素
'
つ
ま

り
｢
神
　
(
妙
用
)
･
気
　
(
応
身
)
･
精
　
(
智
恵
)
｣
　
の
こ
と
で
あ
り
､
成
玄
英
は

本
文
の
　
｢
物
･
象
･
精
｣
を
そ
れ
ぞ
れ
｢
神
･
菊
･
智
｣
　
に
当
て
は
め
て
い
る
｡

と
こ
ろ
で
　
｢
開
題
｣
　
の
　
｢
第
三
法
健
｣
　
に
は
聖
人
の
三
一
に
つ
い
て
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
｡

蔵
宗
道
､
又
用
三
一
薦
聖
人
鷹
身
.
所
言
三
一
者
t
 
l
精
､
二
伸
'
三
菊



也
｡
精
者
'
蛋
智
慧
照
之
心
｡
神
者
､
無
方
不
測
之
用
｡
気
者
､
色
象
形

相
之
法
｡
経
云
､
税
之
不
見
名
目
夷
､
精
也
｡
聴
之
不
聞
名
目
希
､
紳
也
｡

博
之
不
得
名
目
微
､
気
也
｡
練
此
三
法
､
篤
一
聖
健
｡
経
云
､
此
三
者
､

不
可
致
詰
.
故
混
而
薦
一
也
o
但
老
君
以
三
一
薦
身
､
身
有
真
庭
之
別
｡

右
に
よ
る
と
､
蔵
宗
道
は
聖
人
の
応
身
を
　
｢
精
･
神
･
嘉
｣
　
の
三
l
の
在
り

方
と
し
て
提
示
し
て
い
る
が
､
成
玄
英
は
そ
れ
を
老
君
の
法
体
を
述
べ
る
と
こ

ろ
で
引
用
し
て
い
る
か
ら
､
蔵
宗
道
の
い
う
｢
精
･
神
･
菊
｣
　
の
在
り
方
を
し

て
い
る
聖
人
と
は
老
君
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
｡
よ
っ
て
､
第
二
十
一

章
の
　
｢
聖
人
､
三
1
を
以
っ
て
体
と
為
す
｣
　
の
　
｢
聖
人
｣
も
老
君
の
こ
と
を
指

し
て
お
り
､
｢
道
､
窃
冥
悦
惚
た
り
と
雄
も
､
云
々
｣
　
の
　
｢
道
｣
も
老
君
の
こ

と
を
指
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
｡
こ
う
し
て
み
る
と
､
同
じ
く
第
二
十
一
章

の
　
｢
道
､
種
々
に
変
現
す
｣
と
は
'
｢
老
君
が
様
々
な
姿
で
世
に
出
現
す
る
｣

と
い
う
意
味
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
｡
ま
た
　
｢
道
､
種
々
に
変
現
す
｣
は
､

｢
大
道
家
令
戒
｣
に
も
｢
道
亦
形
愛
｣
　
(
十
四
a
)
　
と
い
う
類
似
の
表
現
が
見
え

て
い
る
が
､
｢
大
道
家
令
戒
｣
　
の
　
｢
道
｣
は
老
君
の
こ
と
を
指
し
て
い
た
の
で
､

こ
こ
か
ら
も
第
二
十
一
章
の
疏
の
　
｢
道
｣
が
老
君
の
言
い
換
え
で
あ
る
こ
と
が

確
か
め
ら
れ
る
｡
『
老
子
義
疏
』
第
四
章
に
は
老
君
の
天
地
生
成
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
い
う
｡

第
四
､
結
歎
聖
人
超
於
寓
象
之
首
｡

[
本
文
第
四
章
]
　
吾
不
知
誰
之
子
｡
象
帝
之
先
｡

[
疏
]
　
吾
､
老
君
自
栴
也
o
言
此
即
寂
即
魔
之
聖
道
､
不
知
従
誰
而
生
.

放
言
｢
誰
子
｣
也
｡
象
､
似
也
｡
帝
､
天
也
｡
班
能
生
天
生
地
､
似

成
玄
英
『
老
子
義
疏
』
に
お
け
る
｢
道
｣
と
｢
老
君
｣
に
つ
い
て

如
天
帝
之
先
也
｡
故
『
荘
子
』
云
､
紳
鬼
神
帝
､
生
天
生
地
｡
又
云
､

先
天
地
生
､
而
不
篤
老
｡

先
ず
､
出
だ
し
の
と
こ
ろ
に
　
｢
(
次
の
本
文
は
)
　
結
び
て
聖
人
､
万
象
の
首

を
超
ゆ
る
を
歎
ず
｣
と
あ
る
が
､
こ
こ
の
　
｢
万
象
の
首
を
超
ゆ
る
｣
は
本
文
の

｢
帝
の
先
に
象
た
り
｣
　
に
対
す
る
説
明
と
思
わ
れ
る
か
ら
､
疏
に
お
い
て
は
本

文
の
　
｢
帝
の
先
に
象
た
り
｣
が
聖
人
の
こ
と
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

分
か
る
｡
更
に
､
『
老
子
義
疏
』
　
に
お
い
て
聖
人
は
老
君
の
別
の
言
い
方
で
も

あ
る
か
ら
､
そ
の
聖
人
と
は
ほ
か
な
ら
ぬ
老
君
の
こ
と
で
あ
る
｡
つ
ま
り
'
成

玄
英
は
｢
帝
の
先
に
象
た
り
｣
を
老
君
が
自
分
の
こ
と
を
語
る
言
葉
と
し
て
捉

え
て
い
る
の
で
あ
る
｡
ま
た
'
疏
で
は
　
｢
老
君
が
帝
の
先
に
象
た
｣
　
る
所
以
を

述
べ
て
　
｢
既
に
能
-
天
を
生
じ
地
を
生
ず
れ
ば
､
天
帝
の
先
の
如
き
に
似
た
る

な
り
｣
と
し
て
い
る
か
ら
'
そ
の
聖
人
と
し
て
の
老
君
は
天
地
を
生
成
し
た
存

在
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
｡
成
玄
英
は
｢
吾
､
誰
の
子
た
る
か
を
知
ら

ず
｣
に
対
し
て
｢
此
の
即
ち
寂
し
即
ち
応
ず
る
の
聖
道
'
誰
に
従
り
て
生
ず
る

か
を
知
ら
ざ
る
を
言
う
な
り
｣
と
説
明
し
て
い
る
が
､
本
文
の
　
｢
吾
｣
が
疏
に

お
い
て
は
　
｢
聖
道
｣
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
の
で
､
｢
老
君
｣
が
　
｢
聖
道
｣

と
も
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
｡
一
方
､
成
玄
英
は
疏
の
最
後
の
と
こ
ろ

で
『
荘
子
』
　
の
　
｢
大
宗
師
｣
　
の
語
句
を
引
用
し
て
い
る
が
､
そ
の
う
ち
｢
紳
鬼

神
帝
､
生
天
生
地
｣
　
の
疏
を
見
て
み
る
と
｢
言
大
道
能
紳
於
鬼
重
､
神
於
天
帝
､

CK>

開
明
三
景
､
生
立
二
儀
｣
と
あ
っ
て
､
｢
道
｣
な
る
語
を
も
っ
て
説
明
さ
れ
て

い
る
の
で
､
『
荘
子
疏
』
　
の
　
｢
道
｣
も
『
老
子
義
疏
』
　
の
　
｢
道
｣
と
同
様
に
'

老
君
の
こ
と
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
な
お
､
天
師
道
の
作
と
さ
れ
る

二
九



『
老
子
想
爾
注
』
　
で
は
､
こ
こ
の
　
｢
吾
'
誰
の
子
た
る
か
を
知
ら
ず
｣
　
に
対
し

て
　
｢
吾
､
道
な
り
｣
と
注
が
施
さ
れ
て
い
る
が
､
こ
れ
は
老
子
を
｢
道
｣
と
し

て
捉
え
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
､
そ
う
い
う
点
で
は
成
玄
英
の
注
釈

と
一
致
し
て
い
る
｡

以
上
で
'
『
老
子
義
疏
』
　
に
お
い
て
は
老
君
が
天
地
を
生
成
し
た
聖
人
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
み
た
が
､
そ
れ
は
本
来
『
道
徳
経
』

に
お
け
る
道
の
生
成
の
働
き
が
『
老
子
義
疏
』
　
に
お
い
て
は
老
君
の
働
き
と
し

て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
｡
そ
し
て
道
と
聖
人
と
老
子
と
天
地
万

物
と
の
関
係
も
､
本
来
の
　
『
道
徳
経
』
　
に
お
い
て
は
道
が
天
地
を
生
成
し
'
そ

の
天
地
か
ら
万
物
が
生
じ
､
聖
人
は
万
物
の
首
た
る
存
在
で
あ
る
が
'
『
老
子

義
疏
』
　
で
は
道
と
聖
人
と
老
子
と
が
1
体
化
し
､
そ
こ
か
ら
天
地
万
物
が
派
生

す
る
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
｡
更
に
､
本
来
『
道
徳
経
』
　
の
叙
述
構
造
は

｢
聖
人
は
道
の
働
き
に
法
っ
て
天
下
を
治
め
る
べ
き
で
あ
る
｣
と
い
う
教
え
を

老
子
が
説
-
形
式
を
取
っ
て
い
た
が
､
『
老
子
義
疏
』
　
に
お
い
て
は
『
道
徳
経
』

は
老
君
が
自
分
の
在
り
方
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
経
典
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
て

い
る
｡
1
万
､
『
老
子
義
疏
』
　
の
老
君
は
天
地
生
成
の
働
き
と
共
に
､
衆
生
教

化
の
役
割
を
も
担
っ
て
い
る
｡

A
　
[
第
五
章
疏
]
　
聖
人
鷹
即
経
致
出
也
｡

B
　
[
本
文
第
四
十
四
章
]
　
得
興
亡
執
病
｡
[
疏
]
-
故
教
主
云
'
得
之
興

亡
､
定
誰
是
病
邪
｡

C
　
[
本
文
第
五
十
l
章
]
　
篤
而
不
侍
｡
[
疏
]
　
既
生
成
寓
物
､
不
有
共
生
｡

施
篤
法
敦
､
於
何
可
侍
｡

三
〇

先
ず
､
A
に
は
聖
人
､
つ
ま
り
老
君
が
衆
生
に
応
ず
れ
ば
教
え
が
出
る
と
あ

る
｡
B
で
は
老
君
の
こ
と
を
｢
教
主
｣
と
言
い
換
え
て
お
り
､
C
で
は
万
物
を

生
成
し
'
教
え
を
施
す
老
君
の
働
き
を
賛
美
し
て
い
る
｡
な
お
『
荘
子
疏
』
に

お
い
て
も
老
君
に
つ
い
て
｢
老
君
薦
大
道
之
租
､
鵠
天
地
寓
物
之
宗
｡
･
･
･
老
君
､

降
生
行
数
昇
天
｣
　
(
『
南
華
真
経
注
疏
』
七
一
貢
)
　
と
述
べ
て
い
る
の
で
'
こ
こ

か
ら
『
荘
子
疏
』
の
老
君
像
も
『
老
子
義
疏
』
の
そ
れ
と
一
致
し
て
い
る
こ
と

が
知
ら
れ
る
｡

次
に
｢
開
題
｣
と
『
老
子
義
疏
』
　
の
述
作
動
機
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
｡

｢
開
題
｣
と
『
老
子
義
疏
』
に
お
い
て
は
老
君
の
道
教
的
聖
人
像
が
強
く
ア
ピ
ー

ル
さ
れ
て
い
る
が
､
そ
れ
に
は
当
時
の
歴
史
的
な
状
況
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と

思
わ
れ
る
｡
そ
こ
で
､
唐
初
の
代
表
的
な
道
仏
論
争
の
文
献
で
あ
る
法
琳
の

『
帝
正
論
』
を
手
が
か
り
に
し
て
､
｢
開
題
｣
と
『
老
子
義
疏
』
が
述
作
さ
れ
た

動
機
が
何
で
あ
る
の
か
を
探
っ
て
み
た
い
｡

五
　
『
韓
正
論
』
　
の
道
教
批
判

ま
ず
､
法
琳
(
六
四
〇
年
卒
)
　
の
　
『
韓
正
論
』
　
の
述
作
年
代
と
動
機
に
つ
い

て
考
え
て
み
た
い
｡
『
集
古
今
併
道
論
衡
(
丙
)
』
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
｡

武
徳
九
年
､
清
虚
観
道
士
李
仲
卿
･
劉
進
吾
､
晴
忌
備
法
､
恒
加
紬
誘
-

卿
著
｢
十
異
九
迷
論
｣
､
喜
著
｢
頼
正
論
｣
｡
-
乃
因
劉
･
李
二
論
､
造

『
耕
正
論
』
以
擬
之
.
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
大
正
五
二
･
三
八
二
b
)

右
に
よ
る
と
､
『
群
正
論
』
　
は
李
仲
卿
の
　
｢
十
異
九
迷
論
｣
　
と
劉
進
書
の



｢
顛
正
論
｣
　
に
対
す
る
反
論
と
し
て
､
武
徳
九
年
　
(
六
二
六
年
)
頃
書
か
れ
た

と
い
う
が
､
｢
十
異
九
迷
論
｣
な
る
書
物
は
老
君
の
超
越
性
　
(
不
生
不
滅
)
　
や

ォ
)

優
越
性
な
ど
を
主
な
内
容
と
す
る
､
仏
道
論
争
の
一
環
と
し
て
著
わ
さ
れ
た
｡

一
方
『
群
正
論
』
の
序
と
注
の
著
者
で
あ
る
陳
子
良
は
貞
観
六
年
(
六
三
二
年
)

(3)

に
亡
-
な
っ
て
い
る
の
で
､
『
耕
正
論
』
は
武
徳
九
年
か
ら
貞
戟
六
年
の
問
の

作
と
推
測
さ
れ
る
｡
更
に
､
成
玄
英
の
　
｢
開
題
｣
　
の
　
｢
第
五
万
所
｣
　
に
は
貞
戟

十
一
年
　
(
六
三
七
年
)
　
の
年
号
が
出
て
-
る
か
ら
､
｢
開
題
｣
　
は
『
群
正
論
』

の
後
の
作
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
｡
ま
た
､
『
老
子
義
疏
』
　
の
中
に
は
｢
開
題
｣

(3)

の
こ
と
が
触
れ
ら
れ
て
い
る
か
ら
､
『
老
子
義
疏
』
は
　
｢
開
題
｣
　
の
後
の
作
で

あ
り
､
よ
っ
て
　
『
群
正
論
』
　
の
後
の
作
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
｡
さ
て
､
『
秤

正
論
』
巻
二
の
　
｢
三
敬
治
道
篇
一
(
下
)
｣
　
に
は
道
教
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
批

判
を
加
え
て
い
る
｡

A
　
凡
立
教
之
法
､
先
須
有
主
｡
道
家
既
無
的
主
､
云
何
得
構
道
教
｡

(
中
略
)

B
　
若
言
以
老
子
薦
教
主
者
､
老
子
非
是
帝
王
､
若
鶏
得
栴
教
主
｡
若
言

D
　
天
子
有
風
､
能
化
天
下
､
故
得
稲
敷
｡
道
非
天
子
､
不
得
有
風
｡
-

無
風
可
化
'
不
得
別
栴
教
也
｡
(
中
略
)

E
　
河
上
公
云
｢
大
道
之
世
､
無
為
養
神
､
無
事
安
民
｡
｣
謂
無
所
施
篤
､

無
所
造
作
｡
日
出
而
起
､
日
入
而
止
､
名
薦
大
道
｡
無
別
天
等
住
於
天

上
｡
此
謂
道
是
道
理
､
淳
和
之
気
､
亦
無
形
相
也
｡

別
有
天
尊
薦
道
教
主
著
､
案
五
経
正
典
､
三
皇
己
釆
周
公
孔
子
等
､
不

云
別
有
天
尊
住
在
天
上
'
垂
敷
布
化
'
薦
道
家
主
O
　
(
中
略
)

C
　
墳
典
是
数
､
帝
皇
薦
主
｡
儒
得
稲
敷
｡
備
是
法
王
所
説
'
十
二
部
経
'

布
化
天
下
｡
有
数
有
主
也
｡
然
併
是
出
世
人
､
経
是
出
世
敦
｡
故
得
構

教
｡
三
皇
五
帝
是
世
主
､
三
墳
五
典
是
世
数
｡
先
以
世
教
化
､
後
以
出

世
教
化
｡
事
姦
於
此
｡
掃
法
既
周
､
寅
縁
亦
了
｡
何
須
別
有
道
教
.

(
中
略
)

成
玄
英
『
老
子
義
疏
』
に
お
け
る
｢
道
｣
と
｢
老
君
｣
に
つ
い
て

(
大
正
五
十
二
･
四
九
九
&
-
｣
>
)

ま
ず
A
の
批
判
は
､
あ
る
思
想
が
｢
教
｣
　
で
あ
る
た
め
に
は
必
ず
｢
主
｣
が

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
､
｢
道
教
｣
　
に
は
　
｢
主
｣
　
に
相
応
し
い
人
物
が
い
な

い
が
故
に
　
｢
道
教
｣
と
呼
ぶ
こ
と
は
出
来
な
い
､
と
い
う
の
で
あ
る
｡
こ
こ
で

｢
主
｣
と
は
､
教
え
の
主
体
､
つ
ま
り
教
主
の
こ
と
で
あ
る
が
'
但
し
今
で
い

う
宗
教
の
教
主
と
い
う
よ
り
は
､
む
し
ろ
人
類
の
師
の
イ
メ
ー
ジ
に
近
い
｡
例

え
ば
､
D
に
は
｢
天
子
に
風
有
り
て
能
-
天
下
を
化
す
る
が
故
に
教
と
称
す
る

を
得
｣
と
あ
る
が
'
こ
こ
か
ら
法
琳
が
考
え
て
い
る
｢
教
｣
と
は
､
天
下
の
人
々

の
教
化
に
そ
の
役
割
が
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
｡
つ
ま
り
｢
教
｣
　
の
対
象
は
全
て

の
人
類
に
な
る
わ
け
で
あ
る
｡
よ
っ
て
､
教
主
は
全
て
の
人
頬
に
対
し
て
影
響

力
を
持
っ
て
い
る
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
三
皇
五
帝
が
儒
教
の
教
主
に

な
れ
た
の
も
'
彼
等
が
天
下
の
人
々
に
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
天
子
で
あ
っ
た

か
ら
で
あ
る
｡
そ
れ
に
対
し
て
帝
王
で
な
い
老
子
は
､
天
下
の
人
々
に
影
響
力

を
持
っ
て
い
な
い
が
故
に
教
主
と
し
て
の
資
格
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

一
方
､
仏
陀
の
場
合
は
､
政
治
権
力
を
持
っ
て
い
る
帝
王
で
は
な
い
も
の
の
､

彼
の
優
れ
た
教
え
は
天
下
の
人
々
を
教
化
す
る
に
足
り
る
が
故
に
､
仏
陀
は

｢
真
理
の
王
｣
　
(
法
王
)
　
で
あ
り
､
よ
っ
て
｢
教
｣
　
(
仏
典
)
　
と
｢
主
｣
　
(
法
王
)

三
一



が
揃
っ
て
い
る
仏
教
は
｢
教
｣
と
し
て
遜
色
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
更

に
､
世
俗
の
教
え
で
あ
る
儒
教
と
出
世
の
教
え
で
あ
る
仏
教
と
が
揃
っ
て
い
る

以
上
､
別
に
道
教
の
よ
う
な
｢
教
｣
を
立
て
る
必
要
は
な
い
t
　
と
い
う
こ
と
で

あ
る
｡
こ
う
し
て
み
る
と
､
道
教
は
｢
教
｣
　
で
は
な
い
と
い
う
法
琳
の
批
判
の

核
心
は
､
道
教
の
宗
教
性
を
問
題
視
し
て
い
る
の
で
は
な
く
､
道
教
の
教
性
を

問
題
視
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
よ
う
｡
つ
ま
り
､
道
教
に
は
宗
教
性
が
あ
ま
り

感
じ
ら
れ
な
い
か
ら
道
教
は
　
｢
教
｣
　
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
-
､
道
教

に
は
人
類
の
師
と
し
て
の
　
｢
聖
人
｣
と
､
天
下
を
教
化
す
る
に
相
応
し
い
聖
人

の
　
｢
教
え
｣
と
が
備
わ
っ
て
い
な
い
か
ら
道
教
は
　
｢
教
｣
　
で
は
な
い
､
と
い
う

こ
と
で
あ
る
｡
こ
う
し
た
意
味
で
は
､
法
琳
の
問
題
視
し
て
い
る
　
｢
教
｣
と
は
'

現
代
の
宗
教
と
し
て
捉
え
る
よ
り
は
､
む
し
ろ
中
国
の
独
特
の
　
｢
思
想
形
態
｣

(5)

と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

B
の
批
判
は
'
老
子
は
帝
王
で
は
な
い
か
ら
教
主
と
し
て
の
資
格
が
な
-
､

(
元
始
)
　
天
尊
は
儒
教
の
経
典
に
は
実
在
し
た
と
い
う
痕
跡
が
見
当
た
ら
な
い

か
ら
教
主
と
し
て
の
資
格
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
､
こ
れ
と
関
連
し
て

注
目
す
べ
き
は
､
D
の
　
｢
道
､
天
子
に
非
ず
｣
と
い
う
語
句
で
あ
る
｡
法
琳
の

議
論
の
内
容
か
ら
判
断
す
る
限
り
､
こ
こ
の
　
｢
道
｣
　
に
相
当
す
る
人
物
と
し
て

挙
げ
ら
れ
る
の
は
｢
元
始
天
尊
｣
と
｢
老
子
｣
し
か
い
な
い
が
､
元
始
天
等
の

場
合
は
そ
の
実
在
性
さ
え
疑
わ
れ
て
お
り
､
ま
た
B
の
　
｢
老
子
是
れ
帝
王
に
非

ず
｣
な
る
表
現
と
の
類
似
性
を
勘
案
す
る
と
､
こ
こ
で
　
｢
道
｣
と
は
老
子
の
こ

と
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
｡
最
後
に
E
の
批
判
は
､
『
老
子
河
上
公
注
』
　
に
い

う
｢
大
道
｣
と
は
､
無
為
自
然
の
道
理
の
こ
と
で
あ
り
､
そ
れ
は
言
い
換
え
れ

三
二

ば
人
々
の
気
が
淳
和
し
た
状
態
の
こ
と
で
あ
っ
て
､
天
上
界
に
い
る
元
始
天
尊

の
よ
う
な
神
格
を
指
す
の
で
は
な
い
､
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､
『
道

徳
経
』
　
の
　
｢
道
｣
と
は
､
抽
象
的
な
｢
道
理
｣
　
の
意
味
で
あ
っ
て
神
格
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
法
琳
は
こ
こ
で
､
元
始
天
尊
の
こ
と
を
｢
道
｣
と
言

い
換
え
て
い
る
が
､
こ
こ
か
ら
彼
の
言
う
｢
道
｣
と
は
､
太
上
老
君
や
元
始
天

尊
の
よ
う
な
道
教
の
神
格
を
包
括
的
に
指
す
言
い
方
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
｡

以
上
の
法
琳
の
批
判
か
ら
次
の
こ
と
が
読
み
取
れ
よ
う
｡
ま
ず
､
法
琳
に
お
い

て
　
｢
道
教
｣
な
る
概
念
は
｢
道
｣
　
の
　
｢
教
｣
と
い
う
意
味
で
捉
え
ら
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､
｢
道
｣
が
　
｢
主
｣
　
に
相
当
し
､
｢
教
｣
が
そ
の

主
の
　
｢
教
え
｣
　
に
相
当
す
る
構
造
を
取
っ
て
い
る
｡
言
い
換
え
れ
ば
､
｢
道
教
｣

な
る
概
念
は
｢
主
｣
と
｢
教
｣
か
ら
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
｢
仏
教
｣

な
.
る
称
呼
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
｡
仏
陀
は
｢
主
｣
に
相
当
し
､
仏
典
は
そ

の
　
｢
教
｣
　
で
あ
る
｡
道
教
の
　
｢
道
｣
や
仏
教
の
　
｢
仏
｣
は
､
み
な
教
え
の
　
｢
主

体
｣
を
表
し
て
お
り
､
｢
道
教
｣
な
る
語
は
　
｢
道
の
教
え
｣
､
｢
仏
教
｣
な
る
請

は
｢
仏
の
教
え
｣
と
い
う
意
味
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
構
造
､
つ
ま
り
道
教
の

｢
道
｣
が
教
え
の
主
体
を
表
し
て
い
る
こ
と
は
､
道
教
が
　
｢
老
教
｣
と
も
呼
ば

CS)

れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
確
か
め
ら
れ
る
｡
｢
道
教
｣
　
の
別
称
で
あ
る
｢
老
教
｣

な
る
称
呼
か
ら
､
道
教
が
老
子
を
教
主
と
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
｡

以
上
に
よ
っ
て
､
法
琳
の
　
『
群
正
論
』
　
の
主
な
テ
ー
マ
は
道
教
に
お
け
る

｢
教
主
｣
　
の
有
無
を
巡
る
問
題
で
あ
り
､
具
体
的
に
は
　
｢
道
｣
　
の
教
主
た
る
資

格
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
｡
ま
た
､
法
琳
の
批
判
の

対
象
は
当
然
李
仲
卿
等
の
道
教
思
想
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
､
こ
こ
か
ら
李



仲
卿
等
は
　
｢
道
｣
を
道
教
の
教
主
と
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
｡
更
に
､
『
群

正
論
』
巻
六
の
　
｢
十
幡
篇
第
五
　
(
答
侍
道
士
十
異
)
｣
　
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
李

仲
卿
の
　
｢
十
異
九
迷
論
｣
を
見
て
み
る
と
､
｢
(
六
異
)
老
君
降
世
､
始
自
周
文

之
日
､
.
託
子
孔
丘
之
時
｡
樺
迦
下
生
､
肇
於
浮
飯
之
家
､
嘗
我
荘
王
之
世
｣
､

或
い
は
　
｢
(
八
異
)
　
老
君
蹄
五
把
十
､
美
眉
方
ロ
-
此
中
国
聖
人
之
相
｡
揮
迦

鼻
如
金
挺
-
頭
生
螺
髪
､
此
西
域
併
陀
之
相
｣
と
あ
っ
て
､
老
君
が
釈
迦
よ
り

も
優
れ
て
い
る
教
主
で
あ
る
こ
と
を
唱
え
て
い
る
が
､
教
主
と
し
て
の
老
君
の

優
越
性
を
強
調
し
て
い
る
点
で
は
成
玄
英
の
　
｢
開
題
｣
と
一
致
し
て
い
る
｡

さ
て
､
李
仲
卿
の
　
｢
十
異
九
迷
論
｣
が
成
玄
英
の
　
｢
開
題
｣
と
そ
の
性
格
に

お
い
て
類
似
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
､
両
者
に
お
い
て
思
想
的
繋
が
り
を
窺

わ
せ
る
も
の
で
あ
る
が
､
以
下
で
は
そ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
｡
ま

ず
､
両
者
は
共
に
道
仏
論
争
に
お
い
て
道
教
側
を
代
表
す
る
人
物
で
あ
っ
た
｡

李
仲
卿
が
劉
進
喜
と
共
に
高
祖
の
武
徳
年
間
の
六
二
〇
年
代
に
道
教
側
を
代
表

す
る
論
者
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
､
成
玄
英
は
葉
子
晃
と
共
に
そ
の
次
の
時
代

で
あ
る
太
宗
の
貞
観
年
間
の
六
三
〇
～
四
〇
年
代
に
道
教
側
を
代
表
す
る
論
者

CS)

で
あ
っ
た
｡
『
群
正
論
』
　
の
述
作
年
代
は
六
二
六
年
か
ら
六
三
二
年
の
間
で
あ
っ

た
の
で
､
成
玄
英
は
『
群
正
論
』
が
書
か
れ
て
ま
も
な
い
時
期
か
､
ほ
ぼ
同
時

期
に
道
仏
論
争
に
参
加
し
た
こ
と
に
な
る
｡
一
方
､
成
玄
英
の
　
｢
開
題
｣
が
李

仲
卿
の
　
｢
十
異
九
迷
論
｣
を
受
け
継
ぐ
性
格
を
帯
び
て
い
る
の
に
対
し
て
､
成

C8)

玄
英
の
　
『
老
子
』
注
釈
は
劉
進
吾
の
そ
れ
を
踏
ま
え
る
も
の
で
あ
っ
た
｡
更
に
､

李
仲
卿
は
法
琳
か
ら
　
｢
黄
巾
｣
　
と
呼
ば
れ
て
お
り
､
成
玄
英
も
仏
教
側
か
ら

(3)

｢
黄
巾
｣
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
､
｢
黄
巾
｣
な
る
語
は
､
両
者
の
関
係
を
知
る
上

成
玄
英
『
老
子
義
疏
』
に
お
け
る
｢
道
｣
と
｢
老
君
｣
に
つ
い
て

で
重
要
な
手
が
か
り
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
で
､
以
下
に
お
い
て
は
そ
れ
に
つ

い
て
詳
し
-
考
察
し
た
い
と
思
う
｡

六
　
｢
黄
巾
｣
　
と
成
玄
英

『
集
古
今
僻
遠
論
衡
(
巻
丙
)
』
　
に
は
　
｢
黄
巾
｣
　
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
｡

貞
戟
十
一
年
'
僧
中
先
有
輿
黄
巾
論
者
｡
-
老
君
垂
範
､
治
国
治
家
｡
-

今
之
道
士
､
不
遵
其
法
｡
所
著
冠
服
､
並
是
黄
巾
之
鈴
､
本
非
老
君
之
商
｡

行
三
張
之
橡
術
､
棄
五
千
之
妙
門
｡
(
大
正
五
十
二
･
三
八
二
b
～
三
a
)

ま
ず
こ
れ
は
貞
観
年
間
の
論
争
で
あ
る
か
ら
､
こ
こ
で
仏
教
側
の
論
争
相
手

と
し
て
の
　
｢
黄
巾
｣
と
は
､
成
玄
英
や
薬
子
晃
等
を
指
し
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
｡
ま
た
｢
並
び
に
是
れ
黄
巾
の
余
り
に
し
て
､
本
よ
り
老
君
の
商
に
あ
ら
ず
｣

な
る
言
葉
か
ら
､
仏
教
側
の
批
判
の
核
心
は
､
今
の
道
士
は
｢
黄
巾
｣
を
継
承

し
て
お
り
､
本
来
｢
老
君
｣
と
は
無
関
係
で
あ
る
､
と
い
う
こ
と
に
あ
る
こ
と

が
窺
え
る
｡
更
に
　
｢
三
張
(
=
張
陵
･
張
衡
･
張
魯
)
　
の
稜
術
を
行
う
｣
と
あ

る
の
で
'
｢
黄
巾
｣
と
は
張
道
陵
か
ら
始
ま
る
天
師
道
の
教
法
を
信
奉
す
る
道

∴
㌣

士
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
｡
こ
う
し
て
み
る
と
'
天
師
道
の
道

士
で
あ
っ
た
成
玄
英
は
｢
本
よ
り
老
君
の
商
に
非
ず
｣
と
い
う
批
判
を
受
け
て
'

自
分
た
ち
が
｢
老
君
の
商
｣
　
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
必
要
性
が
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
｡
成
玄
英
は
｢
開
題
｣
　
の
　
｢
第
四
時
節
｣
　
に
お
い
て
老
君
と
張
道
陵
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

三
三



老
君
復
還
東
夏
､
凡
有
三
時
｡
-
三
者
､
漢
安
時
於
萄
授
天
師
正
一
明
威

m
m

こ
れ
は
､
老
君
が
周
を
去
り
西
に
度
し
て
西
域
の
人
々
を
教
化
し
た
後
､
再

び
中
国
に
戻
り
三
つ
の
時
期
に
わ
た
っ
て
教
化
を
行
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
が
　
(
こ
こ
で
は
こ
れ
を
　
｢
老
君
三
時
説
｣
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
)
､

｢
三
者
｣
以
下
の
文
章
は
そ
の
う
ち
最
後
の
　
｢
第
三
時
｣
　
に
相
当
す
る
も
の
で

あ
る
｡
こ
こ
で
成
玄
英
は
､
老
君
が
漢
代
に
天
師
(
=
張
道
陵
)
　
に
　
｢
正
一
明

(
=
盟
)
　
威
｣
と
い
う
教
え
を
授
け
た
と
し
て
い
る
が
､
こ
れ
は
天
師
道
の
教

法
が
老
君
に
由
来
す
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
か
ら
､
こ
こ
か
ら
成
玄
英
が

老
君
を
天
師
道
の
教
法
の
教
主
と
し
て
位
置
付
け
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
｡
こ

の
よ
う
な
思
想
は
既
に
劉
宋
の
天
師
道
の
経
典
で
あ
る
　
『
三
夫
内
解
経
』
　
や

｢
大
道
家
令
戒
｣
に
出
て
い
る
｡

A
　
以
漢
安
元
年
壬
午
歳
五
月
l
日
-
因
自
競
謂
新
出
老
君
､
即
拝
張
鵠

太
玄
都
正
一
平
気
三
天
之
師
､
付
張
正
一
明
威
之
道
･
新
出
老
君
之
制
｡

『
三
天
内
解
経
』
(
巻
上
･
五
b
～
六
a
)

B
　
道
､
傷
民
命
一
去
難
還
｡
故
便
天
授
気
治
民
､
日
新
出
老
君
｡
-
故

老
君
授
輿
張
道
陵
薦
天
師
｡
　
道
､
以
漠
安
元
年
五
月
l
日
-
造
出
正

一
盟
威
之
道
､
輿
天
地
券
要
'
立
二
十
四
治
､
分
布
玄
元
始
気
治
民
｡

｢
大
道
家
令
戒
｣
　
(
十
四
a
i
-
-
,
a
)

右
に
よ
る
と
､
漠
安
元
年
に
老
君
が
張
道
陵
に
　
｢
天
師
｣
　
の
職
と
　
｢
正
一
盟

威
の
道
｣
を
授
け
た
と
い
う
｡
こ
れ
は
｢
開
題
｣
　
の
第
三
時
の
思
想
と
一
致
し

て
い
る
の
で
､
｢
開
題
｣
　
の
第
三
時
の
思
想
は
天
師
道
の
思
想
を
継
承
し
て
い

三
四

る
こ
と
が
分
か
る
｡
一
方
､
李
仲
卿
の
　
｢
十
異
九
迷
論
｣
　
に
も
｢
開
題
｣
と
同

様
に
､
老
君
が
張
道
陵
に
｢
正
一
盟
威
の
教
｣
を
授
け
た
と
あ
る
が
､
以
下
で

は
そ
の
間
題
に
つ
い
て
考
え
た
い
と
思
う
｡
『
群
正
論
』
　
に
は
李
仲
卿
の
　
｢
十

異
九
迷
論
｣
の
　
｢
老
君
三
隠
三
額
説
｣
を
批
判
し
て
い
る
が
､
そ
の
内
容
は
次

の
よ
う
で
あ
る
｡

A
　
外
五
異
日
､
(
症
)
老
君
降
迩
周
王
之
代
､
三
隙
三
額
五
百
錬
年
｡

樺
迦
鷹
生
胡
園
之
時
､
一
滅
1
生
､
毒
唯
八
十
o

B
　
内
五
幡
日
､
(
症
)
李
氏
三
陸
三
顧
､
既
無
的
接
可
依
｡
傾
令
五
百

許
年
､
猶
漸
亀
鵠
之
毒
｡
(
中
略
)

C
　
闘
士
日
､
輪
講
史
正
典
､
無
三
陸
三
顧
出
没
之
文
｡
唯
戒
競
･
諸
操

等
老
義
例
云
'
馬
孔
説
仁
義
産
楽
之
本
'
鵠
1
時
.
鵜
王
之
世
､
千
室

(
-
干
吉
)
　
以
疾
病
致
感
､
老
君
授
｢
百
八
十
戒
｣
井
『
太
平
経
』
一

百
七
十
篇
､
薦
二
時
｡
至
漠
安
帝
時
授
張
天
師
正
1
明
威
之
致
｡
千
時

日
柄
周
之
柱
史
､
鵠
太
上
所
遣
､
薦
三
時
也
｡

D
　
夫
鷹
形
設
数
､
必
籍
有
縁
｡
勧
化
度
人
､
皆
資
徒
衆
｡
豊
可
五
百
年

間
全
無
弟
子
｡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
大
正
五
十
二
･
五
二
五
C
)

ま
ず
A
で
は
､
老
君
は
周
代
に
五
百
年
間
に
わ
た
っ
て
三
回
出
現
し
た
の
に

対
し
て
　
(
こ
こ
で
は
､
こ
れ
を
　
｢
老
君
三
出
説
｣
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
)
'
釈

迦
は
僅
か
一
回
だ
け
世
に
現
れ
､
八
十
年
間
生
き
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
､
と
い

う
｢
十
異
九
迷
論
｣
　
の
内
容
を
紹
介
し
て
い
る
｡
C
で
は
　
｢
老
君
三
出
説
｣
　
の

具
体
的
な
内
容
を
紹
介
す
る
と
共
に
､
そ
れ
が
戒
競
と
諸
操
等
の
　
『
老
子
』
注

釈
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
｡
D
で
は
老
子
が
出
現
し
た
と
す



る
五
百
年
も
の
間
に
弟
子
が
一
人
も
い
な
い
こ
と
を
根
拠
に
し
て
　
｢
老
君
三
出

｢
r
-
l
)

説
｣
　
の
虚
偽
性
を
批
判
し
て
い
る
｡
さ
て
､
こ
こ
の
　
｢
老
君
三
出
説
｣
　
の
内
容

(S)

は
｢
開
題
｣
　
に
は
｢
老
君
三
時
説
｣
と
し
て
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
載
っ
て
い
る
が
､

既
に
紹
介
し
た
　
｢
開
題
｣
　
の
　
｢
第
三
時
｣
　
の
と
こ
ろ
は
そ
の
一
部
分
で
あ
る
｡

つ
ま
り
､
｢
開
題
｣
　
の
　
｢
老
君
三
時
説
｣
は
｢
十
異
九
迷
論
｣
　
の
　
｢
三
陰
三
顧
｣

を
　
｢
三
時
｣
　
に
置
き
換
え
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
う
し
て
み
る
と
'
成
玄
英
の

｢
開
題
｣
　
は
李
仲
卿
の
　
｢
十
異
九
迷
論
｣
を
踏
ま
え
な
が
ら
聖
人
と
教
主
と
し

て
の
老
君
の
優
越
性
を
唱
え
､
ま
た
仏
教
側
の
批
判
を
意
識
し
て
､
そ
れ
に
対

す
る
答
え
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
よ
う
｡

一
方
､
『
三
天
内
解
経
』
(
巻
一
･
四
b
)
と
｢
大
道
家
令
戒
｣
(
十
三
a
)
　
に

は
老
君
が
千
言
に
　
『
太
平
道
経
』
(
或
い
は
｢
太
平
の
道
｣
)
　
を
授
け
た
と
あ
り
､

劉
末
の
　
｢
老
君
説
百
八
十
戒
｣
　
(
x
>
<
　
〇
三
二
　
『
雲
笈
七
我
』
巻
三
十
九
所

収
)
　
に
は
老
君
が
干
害
に
　
｢
百
八
十
戒
｣
を
授
け
た
経
緯
が
述
べ
ら
れ
て
い
る

<

蝣

'

-

,

)が
､
こ
れ
ら
は
｢
老
君
三
出
説
｣
　
の
う
ち
第
二
時
の
内
容
に
相
当
す
る
も
の
で

あ
る
｡
ま
た
､
第
三
時
に
相
当
す
る
内
容
は
､
既
に
考
察
し
た
如
-
､
『
三
天

内
解
経
』
と
　
｢
大
道
家
令
戒
｣
　
に
出
て
来
る
｡
更
に
'
第
一
時
の
場
合
は
　
｢
開

題
｣
　
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
､
『
史
記
』
な
ど
の
伝
承
に
よ
る
も
の
で

あ
る
｡
こ
う
し
て
み
る
と
､
｢
老
君
三
出
説
｣
　
は
劉
末
の
天
師
道
の
　
『
三
天
内

解
経
』
と
｢
大
道
家
令
戒
｣
或
い
は
｢
老
君
説
百
八
十
戒
｣
　
に
出
て
来
る
老
君

と
干
吉
及
び
張
陵
の
記
事
を
ベ
ー
ス
に
し
､
『
史
記
』
な
ど
に
出
て
来
る
老
子

と
孔
子
と
の
伝
承
を
加
え
て
､
三
つ
の
時
期
に
整
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分

か
る
｡
そ
し
て
､
『
韓
正
論
』
　
の
C
の
と
こ
ろ
で
は
　
｢
老
君
三
出
説
｣
が
戒
読

成
玄
英
『
老
子
義
疏
』
に
お
け
る
｢
道
｣
と
｢
老
君
｣
に
つ
い
て

(
=
戒
宗
道
)
　
と
諸
操
　
(
=
諸
株
)
　
等
の
　
『
老
子
』
注
釈
に
由
来
す
る
と
あ
る

OS)

か
ら
､
｢
老
君
三
出
説
｣
　
は
陳
の
宣
帝
時
代
　
(
五
六
九
～
五
八
二
)
　
に
活
躍
し

(S)

た
戒
宗
道
等
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
｡
要
す
る
に
　
｢
老
君
三

出
説
｣
は
五
世
紀
の
劉
末
の
天
師
道
の
思
想
が
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
､
六
世
紀
後

半
に
蔵
宗
道
な
ど
に
よ
っ
て
作
ら
れ
'
七
世
紀
前
半
の
李
仲
卿
や
成
玄
英
に
受

け
継
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
更
に
成
玄
英
は
'
既
に
考
察
し
た
如
-
､
｢
開

題
｣
の
｢
第
三
法
蔑
｣
の
と
こ
ろ
で
は
｢
蔵
宗
道
､
又
用
三
1
薦
聖
人
鷹
身
云
々
｣

と
戒
宗
道
の
言
葉
を
引
用
し
て
お
り
､
第
十
四
章
の
疏
に
お
い
て
も
｢
蔵
日
､

夫
言
夷
希
微
者
'
謂
精
神
気
也
｣
と
戒
宗
道
の
　
『
老
子
』
解
釈
を
引
用
し
て
い

る
か
ら
､
成
玄
英
の
　
｢
開
題
｣
と
『
老
子
』
解
釈
は
戒
宗
道
の
　
『
老
子
』
解
釈

を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
｡

七
む
す
び

以
上
の
本
論
の
内
容
を
ま
と
め
て
み
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
｡
『
老
子
義
疏
』

で
は
｢
道
｣
と
　
｢
聖
人
｣
そ
し
て
　
｢
老
君
｣
が
基
本
的
に
は
一
致
す
る
構
造
に

な
っ
て
い
る
が
､
そ
れ
は
老
君
を
道
の
生
成
の
働
き
と
聖
人
の
教
化
の
働
き
と

を
共
に
有
し
て
い
る
教
主
と
捉
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
老
子
を
｢
道
｣
と
捉

え
る
例
は
天
師
道
の
　
『
老
子
想
爾
注
』
や
｢
大
道
家
令
戒
｣
或
い
は
劉
宋
の
顧

CS)

歓
の
　
｢
夷
夏
論
｣
　
に
既
に
出
て
き
て
い
る
｡
｢
道
｣
　
が
老
君
の
よ
う
な
聖
人
を

表
す
語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
､
｢
道
教
｣
と
は
単
な
る
　
｢
道
に
つ
い
て
説
-

教
え
｣
と
い
う
意
味
で
は
な
-
､
｢
道
の
説
い
た
教
｣
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
示

三
五



し
て
い
る
｡
更
に
　
｢
開
題
｣
は
当
時
の
仏
道
論
争
を
背
景
に
し
て
書
か
れ
た
も

の
で
あ
る
が
､
具
体
的
に
は
聖
人
と
教
主
と
し
て
の
老
子
の
存
在
を
ア
ピ
ー
ル

す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
｡
ま
た
｢
開
題
｣
　
は
李
仲
卿
の
　
｢
十
異
九
迷
論
｣
な
ど

を
受
け
継
ぐ
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
､
当
時
の
仏
道
論
争
に
対
す
る
答
え
で
も

あ
っ
た
｡
な
お
､
『
老
子
義
疏
』
は
蔵
宗
道
と
劉
進
吾
の
　
『
老
子
』
解
釈
を
踏

ま
え
て
い
る
が
､
と
り
わ
け
｢
老
子
｣
を
｢
道
｣
と
同
一
視
す
る
解
釈
は
『
老

子
想
爾
注
』
　
の
よ
う
な
天
師
道
の
伝
統
を
汲
む
も
の
で
あ
る
｡
成
玄
英
と
李
仲

卿
は
共
に
仏
教
側
か
ら
｢
黄
巾
｣
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
､
そ
れ
は
彼
が
天
師
道

の
道
士
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
実
際
に
､
彼
等
は
老
君
を
非
常
に
尊

崇
し
て
お
り
､
更
に
張
道
陵
の
教
法
を
老
君
に
据
え
て
い
る
｡

従
来
､
成
玄
英
の
　
『
老
子
義
疏
』
　
の
思
想
は
主
に
　
｢
垂
玄
学
｣
と
い
う
観
点

(S)

か
ら
考
察
さ
れ
て
き
た
が
､
そ
の
結
果
『
老
子
義
疏
』
　
の
　
｢
道
｣
　
は
生
成
の
側

面
し
か
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
｡
ま
た
､
李
仲
卿
と
成
玄
英
と
の
関
係
も
専

ら
｢
重
玄
学
派
｣
と
の
関
わ
り
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
､
そ
の
結
果
彼
等
の
天

師
道
の
道
士
と
し
て
の
側
面
が
見
落
と
さ
れ
て
し
ま
っ
た
｡
一
方
､
重
玄
学
派

の
存
在
を
否
定
す
る
立
場
の
場
合
は
､
成
玄
英
が
身
を
置
い
て
い
た
思
想
的
土

壌
を
解
明
す
る
作
業
を
行
っ
て
こ
な
か
っ
た
｡
管
見
の
及
ぶ
限
り
で
は
､
こ
れ

ら
の
研
究
の
問
題
点
は
全
て
六
朝
時
代
の
道
教
思
想
に
対
す
る
認
識
不
足
か
ら

由
来
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
｢
垂
玄
｣
な
る
概
念
は
､
成
玄
英
が
受
け
継
い

で
い
る
思
想
的
土
壌
が
十
分
に
把
握
さ
れ
て
初
め
て
､
そ
の
思
想
史
的
意
味
が

自
ず
と
現
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡
例
え
ば
､
成
玄
英
が
『
老
子
義
疏
』
第

三
十
五
章
疏
に
お
い
て
　
｢
至
道
虚
寂
､
其
鰭
希
夷
｣
と
し
て
い
る
の
は
､
明
ら

三
六

か
に
劉
宋
の
天
師
道
の
道
士
で
あ
る
陸
修
静
の
　
｢
道
｣
　
の
定
義
を
受
け
継
ぐ
も

の
で
あ
る
｡
『
道
教
義
椙
』
｢
道
徳
義
第
二
に
は
｢
陸
先
生
云
､
虚
寂
薦
道
髄
｣

(
巻
一
･
二
a
)
　
と
あ
る
が
､
こ
こ
に
陸
修
静
の
い
う
｢
道
髄
｣
と
は
｢
道
の

在
り
方
｣
　
の
こ
と
で
あ
り
､
｢
道
｣
が
　
｢
聖
人
｣
を
指
す
語
で
あ
る
点
か
ら
す

る
と
'
｢
開
題
｣
　
に
い
う
｢
聖
牒
｣
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
出
来
る
｡
ま
た
'

成
玄
英
は
第
二
十
五
章
の
疏
に
お
い
て
｢
道
健
窃
冥
､
形
馨
斯
絶
｣
(
聖
人
の

境
地
は
奥
深
-
て
感
覚
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
)
　
と
し
て
い
る
が
､
こ
れ
も
や
は

り
陸
修
静
の
　
｢
夫
大
道
虚
寂
､
絶
乎
状
貌
｣
　
(
『
陸
先
生
道
門
科
略
』
一
a
)
　
と

思
想
的
に
一
致
し
て
い
る
｡
更
に
､
成
玄
英
が
　
｢
道
は
虚
通
の
理
な
り
｣
　
(
小

序
､
第
三
十
二
章
)
　
と
す
る
際
の
　
｢
理
｣
と
は
､
六
朝
道
教
思
想
の
流
れ
か
ら

す
る
と
､
単
な
る
　
｢
万
物
の
本
体
｣
　
(
湯
一
介
氏
の
前
掲
論
文
)
　
と
い
う
よ
り

は
､
そ
の
よ
う
な
働
き
を
も
有
し
て
い
る
老
君
の
究
極
の
境
地
を
現
す
概
念
と

し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
『
老
子
義
疏
』
　
に
頻
繁
に
出
て
く
る
　
｢
本
迩
｣

な
る
概
念
も
､
｢
慣
用
｣
　
や
｢
理
事
｣
或
い
は
　
｢
真
贋
｣
と
共
に
､
老
君
の
荏

り
方
を
二
つ
の
側
面
に
分
け
て
述
べ
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
以

上
､
成
玄
英
が
用
い
て
い
る
基
本
的
な
概
念
や
思
想
が
六
朝
道
教
思
想
に
根
拠

を
据
え
て
い
る
こ
と
を
現
す
例
を
幾
つ
か
挙
げ
て
み
た
が
､
こ
れ
ら
に
つ
い
て

は
今
後
よ
り
詳
し
い
考
察
が
必
要
で
あ
ろ
う
｡

注

(
-
)
　
『
以
魂
晋
玄
学
到
初
唐
重
玄
学
』
　
(
上
海
､
上
海
文
化
出
版
社
､
二
〇
〇
二
)
　
二
三

二
頁
｡

(
-
)
　
　
｢
論
醜
晋
玄
撃
到
初
唐
重
玄
撃
｣
　
(
陳
鼓
鷹
主
編
『
道
家
文
化
研
究
』
第
十
九
輯



(
北
京
､
三
聯
書
店
､
二
〇
〇
二
)
所
収
)
十
六
-
二
十
l
頁
｡

(
3
)
　
麦
谷
邦
夫
編
『
三
教
交
渉
論
叢
』
(
京
都
'
道
気
社
､
二
〇
〇
五
)
所
収
｡

(
4
)
　
｢
開
題
｣
と
『
老
子
義
疏
』
と
の
版
本
は
､
藤
原
高
男
｢
輯
校
費
道
徳
経
義
疏
｣

(
『
高
松
工
業
高
等
専
門
学
校
研
究
紀
要
』
第
二
号
､
一
九
六
七
)
　
に
よ
る
｡
ま
た
『
蒙

文
通
文
集
』
第
六
番
『
遺
書
輯
校
十
種
』
(
成
都
､
巴
萄
書
社
､
二
〇
〇
一
)
を
も
参

照
し
た
.
こ
の
他
に
､
巌
蚕
峯
『
輯
道
徳
経
閲
題
序
訣
義
疏
』
(
『
無
求
備
需
老
子
集
成
』

所
収
)
　
や
最
近
出
版
さ
れ
た
『
中
華
道
蔵
』
第
九
冊
に
も
校
訂
本
が
収
め
ら
れ
て
い
る
0

(
-
)
　
王
弼
は
第
十
四
章
の
　
｢
其
上
不
敬
､
其
下
不
味
｡
縄
縄
不
可
名
｡
復
蘇
於
無
物
｡
是

謂
無
状
之
状
､
無
物
之
象
｣
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
注
を
付
け
て
い
る
｡
｢
欲
言
無
邪
､

而
物
由
以
成
｡
欲
言
有
邪
､
而
不
見
其
形
｡
故
日
､
無
状
之
状
､
無
物
之
象
也
｣
｡
こ

れ
は
｢
道
｣
　
に
は
生
成
の
働
き
が
あ
る
が
　
(
育
)
､
抽
象
的
な
原
理
で
あ
る
た
め
異
体

的
な
形
は
有
し
て
い
な
い
　
(
無
)
と
い
う
意
味
で
'
｢
道
｣
を
有
や
無
の
ど
ち
ら
か
に

限
定
し
て
捉
え
る
の
は
難
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
注
は
基
本
的
に
は
本
文
の

最
後
の
と
こ
ろ
の
｢
無
状
之
状
､
無
物
之
象
｣
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
が
'
そ
の
荊
の

｢
縄
縄
不
可
名
｣
を
踏
ま
え
た
も
の
と
し
て
捉
え
て
も
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
｡

(
-
)
　
｢
高
以
下
篤
基
､
貴
以
購
薦
本
､
有
以
無
銭
用
｡
此
其
反
也
.
｣

(
-
)
　
成
玄
英
に
は
既
に
散
逸
し
た
『
九
天
生
神
章
経
』
の
注
が
あ
る
が
　
(
強
星
『
以
貌
晋

玄
学
到
初
唐
重
玄
学
』
二
一
二
東
参
照
)
､
｢
開
題
｣
の
『
九
天
生
紳
章
経
』
の
引
用
と

説
明
は
成
玄
英
の
『
九
天
生
紳
章
経
注
』
を
反
映
す
る
も
の
な
の
か
も
知
れ
な
い
｡
一

方
､
『
群
正
論
』
巻
六
｢
内
九
歳
篇
第
六
｣
で
も
成
玄
英
と
同
様
に
『
九
天
生
紳
章
経
』

の
該
当
箇
所
を
引
用
し
て
い
る
が
　
(
案
『
生
紳
章
』
云
､
老
子
以
(
玄
)
元
始
三
気
合

而
鵠
1
.
是
至
人
法
鰻
.
精
是
精
霊
､
紳
是
変
化
､
気
是
気
象
｡
如
陸
簡
寂
(
=
陸
修

静
)
･
蔵
衿
(
=
蔵
宗
道
)
･
顧
歓
･
諸
操
･
孟
智
周
等
『
老
子
義
』
云
､
合
此
三
気
以

成
聖
礎
｡
大
正
五
二
･
五
三
六
C
)
'
｢
玄
元
始
三
気
｣
を
｢
三
天
｣
と
結
び
付
け
て
は

お
ら
ず
､
戒
衿
な
ど
の
『
老
子
』
解
釈
を
根
拠
に
し
て
｢
精
神
気
｣
の
三
気
と
し
て
捉

え
て
い
る
｡

(
8
)
　
も
っ
と
も
､
こ
れ
は
『
老
子
義
疏
』
に
出
て
来
る
全
て
の
｢
道
｣
或
い
は
｢
聖
人
｣

が
､
み
な
｢
老
君
｣
　
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
｡
『
老
子
義
疏
』

成
玄
英
『
老
子
義
疏
』
に
お
け
る
｢
道
｣
と
｢
老
君
｣
に
つ
い
て

に
は
｢
聖
人
｣
を
一
般
的
な
意
味
と
し
て
捉
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
箇
所
も
あ
る

が
､
そ
の
場
合
も
｢
老
君
の
よ
う
な
聖
人
｣
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
｡
同
様
に

｢
道
｣
　
の
場
合
も
､
聖
人
の
境
地
に
達
す
る
た
め
の
方
法
と
し
て
の
重
玄
の
道
や
そ
の

重
玄
の
道
に
よ
っ
て
適
し
た
聖
人
の
境
地
な
ど
を
表
す
語
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る

が
､
そ
こ
に
も
や
は
り
老
君
の
教
え
や
境
地
と
い
っ
た
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
｡
例
え

ば
､
第
三
十
四
章
の
　
｢
鰭
道
聖
人
｣
や
第
四
十
章
の
　
｢
得
道
聖
人
｣
な
る
語
は
｢
(
重

玄
の
)
道
を
体
得
し
た
聖
人
｣
と
い
う
意
味
で
あ
り
､
そ
れ
は
具
体
的
に
は
老
君
の
こ

と
で
あ
る
｡

(
-
)
　
『
九
天
生
紳
章
緩
』
の
序
の
前
半
部
と
三
洞
説
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
､
小
林
正
美

『
六
朝
道
教
史
研
究
』
(
東
京
､
創
文
社
､
一
九
九
〇
)
第
二
篇
第
一
章
『
九
天
生
面

章
経
』
四
｢
序
の
前
半
部
と
八
三
洞
説
)
　
の
成
立
｣
を
参
照
｡

(
S
)
　
例
え
ば
'
成
玄
英
と
同
時
代
の
道
士
で
あ
る
播
師
正
の
　
『
道
門
経
法
相
承
次
序
』

(
H
Y
一
一
二
〇
)
　
の
出
だ
し
の
と
こ
ろ
で
は
､
道
教
の
宇
宙
論
と
三
洞
説
を
紹
介
す

る
際
に
｢
故
『
九
天
生
紳
章
経
』
云
､
此
三
競
､
年
殊
競
異
､
本
同
一
也
｣
(
巻
上
･

一
b
)
　
と
､
『
九
天
生
殖
章
経
』
　
の
序
の
前
半
部
を
引
用
し
て
お
り
､
同
じ
く
唐
代
の

孟
安
排
の
『
道
教
義
椙
』
　
の
　
｢
三
洞
義
第
五
｣
　
に
お
い
て
も
､
三
洞
説
を
説
明
す
る
際

に
『
九
天
生
神
童
経
』
の
序
の
前
半
部
に
相
当
す
る
内
容
を
述
べ
た
後
｢
其
跡
本
之
義
､

具
如
『
九
天
生
殖
章
経
』
義
跡
及
『
玄
門
大
論
』
所
明
｣
(
巻
二
二
一
a
)
と
し
て
い

:o'J

ォ
)
　
巻
上
･
三
a
～
b
｡
周
代
に
出
現
し
た
老
子
に
つ
い
て
は
｢
至
股
武
丁
時
'
又
反
胎

於
李
母
｡
-
生
而
自
首
O
又
競
薦
老
子
｣
　
(
巻
上
･
三
b
)
と
あ
る
が
､
こ
こ
の
　
｢
股

武
丁
時
｣
と
は
老
子
が
生
ま
れ
た
の
が
殿
末
で
あ
る
こ
と
を
指
し
て
お
り
､
実
際
に
国

師
に
な
っ
た
の
は
周
の
時
代
と
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
｡
例
え
ば
　
｢
閲
題
｣
　
に
は

｢
(
第
四
時
節
者
)
案
劉
向
･
群
康
･
皇
甫
詮
並
云
､
生
於
股
末
､
薦
文
王
師
O
‥
･
既
薦

文
王
師
､
理
嘗
生
於
般
末
｣
と
あ
っ
て
､
老
子
は
般
末
に
生
ま
れ
て
周
の
文
王
の
時
代

に
国
師
に
な
っ
た
と
し
て
い
る
｡

(
S
3
)
　
｢
大
道
家
令
戒
｣
の
作
者
と
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
､
小
林
正
美
『
六
朝
道
教
史
研

究
』
第
二
篇
第
四
章
｢
大
道
家
令
戒
｣
を
参
照
｡

三
七



(
1
)
　
『
荘
子
疏
』
　
の
本
文
は
'
曹
礎
基
･
黄
蘭
蓉
鮎
校
『
南
華
虞
経
注
疏
』
(
北
京
､
中

華
書
局
､
一
九
九
八
)
一
四
五
～
六
頁
｡
以
下
『
荘
子
疏
』
　
の
引
用
は
全
て
『
南
華
真

経
注
疏
』
　
に
よ
る
｡

(
3
)
　
｢
十
異
九
迷
論
｣
は
現
存
し
な
い
が
'
『
群
正
論
』
巻
六
の
　
｢
十
愉
篇
第
五
　
(
答
博

通
士
十
異
)
｣
　
に
そ
の
要
旨
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
｡
｢
十
愉
篇
第
五
｣
は
｢
答
停
道
士

十
異
｣
な
る
副
題
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
'
｢
十
異
九
迷
論
｣
　
に
対
す
る
箇
条
書
き
形

式
の
反
論
で
あ
る
｡

(
S
)
　
｢
子
良
･
･
･
貞
観
六
年
卒
｣
(
『
全
唐
文
』
巻
1
三
四
｢
陳
子
良
｣
)

(
S
)
　
｢
其
委
曲
玄
旨
､
具
在
開
題
義
中
｣
(
小
序
)
'
｢
樺
具
在
開
題
義
中
｣
(
第
十
四
章
)

(
5
)
　
小
林
正
美
氏
は
､
中
国
の
儒
教
と
仏
教
と
道
教
と
に
共
通
す
る
｢
教
｣
な
る
観
念
の

持
つ
特
別
な
思
想
的
意
味
に
注
目
し
て
､
そ
れ
を
中
国
の
独
特
の
　
｢
思
想
形
態
｣
と
呼

ん
で
い
る
｡
小
林
正
美
｢
三
教
交
渉
に
お
け
る
｢
教
｣
の
観
念
｣
(
『
六
朝
道
教
史
研
究
』

所
収
)
を
参
照
｡

K
r
-
i
J
　
例
え
ば
顧
歓
は
蓑
条
に
宛
て
た
手
紙
の
中
で
｢
道
教
｣
の
こ
と
を
｢
老
致
｣
と
も
言
っ

て
い
る
　
(
『
南
奔
書
』
巻
五
十
四
の
　
｢
顧
歓
侍
｣
所
収
)
｡
こ
れ
に
つ
い
て
は
､
小
林
正

美
｢
顧
歓
『
夷
夏
論
』
に
お
け
る
｢
道
教
｣
に
つ
い
て
-
中
嶋
隆
戒
博
士
の
所
論
に
反

駁
す
｣
(
『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
-
第
1
分
冊
』
第
四
十
六
輯
(
二
〇

〇
〇
)
)
を
参
照
｡

(
3
)
　
更
に
'
そ
の
次
の
時
代
で
あ
る
高
宗
の
顕
慶
年
間
以
降
に
活
躍
し
た
論
者
は
李
栄
で

あ
る
｡
以
上
'
藤
原
高
男
　
｢
劉
進
喜
･
葉
子
晃
･
車
玄
弼
の
道
徳
経
注
に
つ
い
て
｣

(
『
香
川
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
(
第
一
部
)
』
第
四
十
九
号
(
一
九
八
〇
)
所
収
､
六

十
三
頁
)
を
参
照
｡

藤
原
高
男
氏
に
よ
る
と
､
劉
進
書
の
『
道
徳
経
疏
』
は
現
存
し
な
い
が
､
『
道
徳
虞

経
取
善
集
』
に
八
条
の
引
用
文
が
載
っ
て
お
り
､
そ
の
う
ち
四
条
が
成
玄
英
の
疏
と
殆

ど
同
文
で
あ
る
と
い
う
　
(
前
掲
論
文
､
六
十
三
～
六
頁
)
｡
因
み
に
『
道
徳
経
』
第
四

十
五
章
の
｢
大
巧
若
拙
｣
の
成
玄
英
疏
は
､
劉
進
書
の
そ
れ
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
が
､

た
だ
l
つ
異
な
る
点
は
成
玄
英
の
場
合
は
『
荘
子
』
を
引
用
し
て
本
文
の
意
味
を
補
っ

て
い
る
､
と
い
う
点
で
あ
る
｡
こ
れ
は
成
玄
英
が
『
道
徳
経
』
と
『
荘
子
』
と
を
教
え

三
八

を
同
じ
-
す
る
経
典
と
し
て
見
な
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
｡

y
o
u
)
　
｢
黄
巾
李
仲
卿
｣
(
『
粁
正
論
』
巻
六
｢
十
愉
篇
第
五
(
答
侍
道
士
十
異
)
｣
.
大
正
五

十
二
･
五
二
五
a
)
｡
｢
貞
観
十
年
…
黄
巾
葉
子
晃
･
成
世
英
(
=
成
玄
英
)
､
道
門
之

秀
｡
｣
(
『
緯
高
僧
侍
』
巻
三
｡
大
正
五
十
･
四
四
三
a
)

こ
こ
の
｢
黄
巾
｣
が
天
師
道
の
道
士
を
指
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
､
小
林
正
美

『
唐
代
の
道
教
と
天
師
道
』
(
東
京
､
知
泉
書
館
､
二
〇
〇
三
)
　
の
第
一
章
｢
唐
代
の
道

教
教
団
と
天
師
道
｣
三
｢
｢
道
家
｣
｢
道
教
｣
｢
黄
巾
｣
と
天
師
道
｣
(
-
)
｢
黄
巾
｣
と

天
師
道
(
五
〇
-
五
一
頁
)
を
参
照
｡
小
林
正
美
氏
は
成
玄
英
を
始
め
と
し
て
唐
初
の

仏
道
論
争
に
参
加
し
た
道
士
た
ち
が
仏
教
側
か
ら
｢
黄
巾
｣
と
呼
ば
れ
て
い
た
点
を
根

拠
に
し
て
'
彼
等
は
全
員
天
師
道
の
道
士
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
0

成
玄
英
が
『
荘
子
疏
』
に
お
い
て
声
書
や
荘
子
や
栢
矩
や
庚
桑
楚
な
ど
を
み
な
老
君

の
弟
子
と
し
､
更
に
　
｢
老
君
大
聖
に
し
て
弟
子
極
め
て
多
し
｣
と
し
て
い
る
の
も
､

『
群
正
論
』
の
こ
の
よ
う
な
批
判
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
｢
閲
令
戸
虞
人
､
是
老

子
弟
子
｣
(
『
南
華
産
経
注
疏
』
三
六
九
頁
)
､
｢
荘
周
師
老
君
'
故
呼
薦
夫
子
也
｣
(
同
､

二
七
九
頁
)
'
｢
相
､
姓
｡
矩
､
名
｡
懐
道
之
士
､
老
子
門
人
也
｣
　
(
同
'
五
〇
九
頁
)
､

｢
姓
庚
桑
､
名
楚
｡
老
君
之
弟
子
｣
　
(
同
'
四
四
三
頁
)
､
｢
老
君
大
聖
､
弟
子
極
多
｣

(
同
､
四
四
三
頁
)
｡

｢
(
第
四
時
節
)
老
君
復
還
東
夏
､
凡
有
三
時
｡
一
者
'
尋
仲
尼
-
師
於
老
君
､
伏

臆
問
答
｡
故
『
史
記
』
云
､
吾
今
日
見
老
子
､
其
猶
龍
平
｡
又
『
家
語
』
云
､
周
之
老

恥
､
吾
之
師
也
｡
二
者
､
報
王
時
､
授
干
室
『
太
平
経
』
並
｢
百
八
十
戒
｣
､
治
国
治

身
修
養
要
訣
｡
三
者
､
漢
安
時
於
萄
､
授
天
師
正
一
明
威
之
致
｡
千
時
箭
鼓
雲
駕
､
浮

空
而
下
､
自
栴
周
之
柱
史
､
太
上
所
達
｡
｣

｢
老
君
説
百
八
十
戒
｣
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
､
小
林
正
美
『
六
朝
道
教
史
研
究
』

第
二
篇
第
四
章
｢
大
道
家
令
戒
｣
四
｢
老
君
百
八
十
戒
｣
と
『
太
平
経
』
を
参
照
｡

¥
Q
<
3
J
　
杜
光
庭
の
　
『
道
徳
真
経
廉
聖
義
』
　
の
序
に
は
六
十
一
家
の
　
『
老
子
』
注
が
著
録
さ
れ

て
い
る
が
､
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
‥
｢
梁
道
土
蔵
玄
静
､
字
道
宗
､
作
疏
四
巻
｡

-
陳
道
士
諸
株
'
作
玄
覧
六
巻
｣
(
序
､
三
a
)
｡
こ
こ
で
戒
玄
静
は
戒
競
の
こ
と
で
あ

り
'
諸
株
は
諸
操
の
こ
と
で
あ
る
｡
戒
競
は
､
蔵
宗
道
､
蔵
道
宗
､
戒
玄
静
､
蔵
靖
､



蔵
衿
な
ど
の
様
々
な
名
称
で
出
て
-
る
が
､
そ
れ
に
つ
い
て
は
I
s
a
b
e
l
l
e
R
o
b
i
n
e
t
】

L
e
s
C
o
m
m
e
n
t
a
i
r
e
s
d
u
T
a
o
T
o
K
i
n
g
j
u
s
q
u
'
a
u
V
I
P
s
i
e
c
l
e
(
P
a
r
i
s
‥
C
o
l
l
茸
e

d
e
F
r
a
n
c
e
,
1
9
7
7
)
　
〇
一
頁
の
l
覧
表
を
参
照
｡

戒
競
が
活
躍
し
た
年
代
に
つ
い
て
は
吉
川
忠
夫
｢
王
達
知
侍
｣
(
『
東
方
学
報
』
第
六

十
二
冊
(
京
都
､
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
､
一
九
九
〇
)
七
十
三
頁
)
を
参
照
｡

｢
夷
夏
論
｣
の
　
｢
道
｣
が
｢
老
子
｣
　
の
こ
と
を
指
す
こ
と
に
つ
い
て
は
､
前
掲
の
小

林
正
美
｢
顧
歓
『
夷
夏
論
』
に
於
け
る
｢
道
教
｣
　
に
つ
い
て
-
中
島
隆
蔵
博
士
の
所
論

に
反
駁
す
｣
を
参
照
｡

一
九
四
六
年
か
ら
二
〇
〇
四
年
ま
で
の
重
玄
学
(
派
)
　
に
関
す
る
研
究
成
果
は
､
林

永
勝
｢
乞
啓
重
玄
之
関
-
論
重
玄
派
研
究
之
争
議
焦
粘
｣
(
『
清
華
学
報
』
新
三
十
四
巻

第
二
期
(
壷
漕
､
国
立
清
華
大
学
､
二
〇
〇
四
)
所
収
)
　
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
｡

成
玄
英
『
老
子
義
疏
』
に
お
け
る
｢
道
｣
と
｢
老
君
｣
　
に
つ
い
て


