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一
　
縁
起

「
道
家
的
責
任
感
」
と
は
新
し
い
概
念
で
あ
る
。
こ
の
概
念

の
成
立
は
お
も
に
『
老
子
』
の
テ
キ
ス
ト
の
な
か
に
そ
の
淵
源

が
あ
り
、
と
と
も
に
外
在
的
な
因
縁
、
お
よ
び
特
殊
な
「
外
か

ら
の
援
け
」
に
由
来
す
る
。

『
老
子
』
の
研
究
に
つ
い
て
、
筆
者
は
二
つ
の
方
向
性
を
も

つ
。
最
初
の
方
向
性
は
、
な
る
べ
く
客
観
的
、
全
面
的
に
歴
史

上
の
『
老
子
』
の
可
能
な
か
ぎ
り
の
真
実
の
姿
、
思
想
の
真
実

の
含
意
（m

eaning

）
と
歴
史
的
意
義
（significance

）
を
全
面
的

に
理
解
す
る
こ
と
で
、
こ
の
た
め
に
は
、『
老
子
』
の
さ
ま
ざ
ま

な
テ
キ
ス
ト
、
字
句
に
つ
い
て
校
勘
、
訓
詁
、
考
証
の
作
業
に

取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
言
語
や
文
献
の
緻

密
で
掘
り
下
げ
た
研
究
を
通
し
、『
老
子
』
の
思
想
に
つ
い
て
、

努
め
て
よ
り
深
く
、
全
面
的
な
理
解
と
解
釈
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
１
）
「
道
家
的
責
任
感
」
と
い
う
言
い
方
は
、
形
式
的

に
は
『
老
子
』
の
原
書
の
中
に
は
見
当
た
ら
な
い
。
し
か
し
、

こ
の
概
念
は
『
老
子
』
の
原
文
に
根
ざ
し
た
も
の
で
あ
り
、『
老

子
』
の
基
本
的
な
精
神
の
一
つ
の
体
現
な
の
で
あ
る
。

「
道
家
的
責
任
感
」
と
い
う
概
念
を
提
起
す
る
理
由
の
一
つ
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は
、
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
誤
解
を
糾
す
こ
と
、
す
な
わ
ち

老
子
哲
学
は
消
極
的
、
逃
避
的
で
あ
り
、
社
会
に
無
関
心
と
い

っ
た
印
象
を
改
め
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
は
筆
者
が
『
老
子
』

を
研
究
す
る
も
う
一
つ
の
方
向
性
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
現
実
に

立
脚
し
、
未
来
に
関
心
を
寄
せ
る
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
、
古

代
の
老
子
思
想
が
現
代
社
会
に
生
み
出
す
積
極
的
意
義
と
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
思
索
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
現
代
人
が
古
代
思

想
を
研
究
す
る
上
で
避
け
ら
れ
な
い
方
向
性
で
あ
り
、
た
だ
一

部
の
人
々
は
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
自
覚
せ
ず
、
ひ
い
て
は
故
意

に
、
こ
の
よ
う
な
方
向
性
を
覆
い
隠
そ
う
と
し
て
い
る
に
す
ぎ

な
い
の
で
あ
る
。

現
代
人
が
古
典
を
読
む
と
き
、
ガ
ダ
マ
ー
哲
学
的
解
釈
学
が

い
う
「
地
平
の
融
合
」
と
い
う
問
題
に
直
面
す
る
。
不
幸
な
こ

と
に
、
一
部
の
人
々
は
「
地
平
の
融
合
」
を
単
純
に
理
解
し
て

お
り
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
軽
率
な
、
無
責
任
な
理
解
や
解
釈
を

も
「
地
平
の
融
合
」、
あ
る
い
は
い
わ
ゆ
る
「
現
代
的
解
釈
」
と

み
な
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
中
国
哲
学
研
究
の
「
歴
史
と
テ
キ

ス
ト
に
帰
れ
」、「
現
実
と
未
来
に
向
か
え
」
と
い
う
二
つ
の
方

向
性
の
違
い
を
覆
い
隠
し
、
そ
こ
か
ら
逃
避
し
、
学
術
研
究
と

思
想
創
造
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
を
低
俗
な
も
の
に
し
、
恣
意
的

な
も
の
に
お
と
し
め
て
し
ま
っ
て
い
る
。
理
論
的
に
、
ま
た
ロ

ジ
ッ
ク
の
上
か
ら
い
う
と
、
こ
れ
ら
の
心
理
的
方
向
性
は
明
ら

か
に
異
な
る
。
こ
れ
ら
の
方
向
性
は
実
際
の
研
究
や
解
釈
の
過

程
に
お
い
て
明
確
な
立
て
分
け
が
難
し
い
の
だ
が
。
し
か
し
、

古
代
思
想
の
厳
格
な
学
術
研
究
と
現
代
思
想
と
し
て
の
真
摯
な

創
造
の
た
め
に
は
、
こ
の
両
者
の
違
い
は
な
い
が
し
ろ
に
し
て

は
な
ら
な
い
し
、
否
定
も
で
き
な
い
。
当
然
な
が
ら
、
両
者
の

方
向
性
の
間
に
は
、
互
い
に
ど
の
よ
う
に
し
て
転
換
し
、
関
連

づ
け
る
か
と
い
う
問
題
、
す
な
わ
ち
両
者
の
方
向
性
の
結
合
や

転
化
の
内
在
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
、
条
件
お
よ
び
手
法
と
い
う
問
題

が
存
在
す
る
。
ま
た
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
ど
の
よ
う
に
し
て
古

代
思
想
を
、
現
代
社
会
が
求
め
、
現
代
人
が
受
容
し
、
実
践
で

き
る
思
想
的
資
源
に
転
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う

問
題
で
あ
り
、
こ
れ
は
さ
ら
に
複
雑
な
新
し
い
課
題
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
す
で
に
別
稿
で
論
じ
て
い
る
。

（
２
）

「
道
家
的
責
任
感
」
と
い
う
概
念
が
提
起
す
る
も
う
一
つ
の

「
外
か
ら
の
援
け
」
は
、
ア
メ
リ
カ
の
社
会
心
理
学
者
マ
ズ
ロ
ー

（M
aslow

,1908

―1970

）
が
提
起
し
た
「
道
家
的
」（T

aoistic

）
と
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い
う
表
現
で
あ
る
。
マ
ズ
ロ
ー
は
、
か
つ
て
老
子
哲
学
の
理
解

に
も
と
づ
い
て
「
道
家
的
科
学
」、「
道
家
的
客
観
性
」、「
道
家

的
受
容
性
」、「
道
家
的
両
親
」、「
道
家
的
教
授
」、
お
よ
び
「
道

家
的
恋
人
」
等
と
い
う
一
連
の
新
し
い
概
念
を
生
み
出
し
た
。

二
十
年
近
い
思
索
と
研
究
を
経
た
結
果
、
私
は
つ
い
に
マ
ズ
ロ

ー
の
「
道
家
的
」
と
い
う
表
現
が
、
老
子
哲
学
の
無
為
の
概
念

の
精
髄
と
合
致
す
る
と
認
め
る
に
至
っ
た
。
マ
ズ
ロ
ー
は
な
ぜ

T
aoistic

と
い
う
表
現
を
用
い
た
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
そ

れ
は
自
分
が
提
起
し
た
「
伝
統
的
な
実
験
的
・
制
御
的
科
学

（controlling
science

）
と
は
異
な
る
新
し
い
科
学
的
概
念
」
を
表

現
す
る
上
で
、
そ
れ
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
表
現
が
見
つ
か
ら
な
か

っ
た
か
ら
だ
と
い
う
。
こ
れ
は
道
家
哲
学
に
は
そ
の
他
の
哲
学

や
宗
教
文
化
伝
統
に
は
そ
な
わ
っ
て
い
な
い
独
自
性
が
あ
る
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
。
残
念
な
こ
と
に
、
我
々
は
久
し
く
蘭
室

に
い
な
が
ら
、
そ
の
香
り
を
か
い
で
い
な
か
っ
た
た
め
、
道
家

思
想
中
の
独
自
の
価
値
を
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

マ
ズ
ロ
ー
の
い
わ
ゆ
る
さ
ま
ざ
ま
な
道
家
的
概
念
は
古
典
の
な

か
に
は
存
在
し
て
い
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
概
念
が
表
し
て
い
る

「
行
為
の
対
象
に
対
し
て
、
デ
ザ
イ
ン
し
な
い
、
干
渉
し
な
い
、

支
配
し
な
い
」
と
い
う
基
本
的
精
神
は
、
道
家
の
無
為
思
想
の

中
に
本
来
そ
な
わ
っ
て
い
る
中
心
的
内
容
で
あ
る
。

明
ら
か
に
、「
責
任
」
お
よ
び
「
責
任
感
」
と
い
う
表
現
は
、

老
子
の
時
代
に
は
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。「
責
任
」
と
い
う
字

句
は
、
お
そ
ら
く
唐
、
宋
時
代
か
ら
現
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
（
３
）

古
代
に
使
わ
れ
た
「
責
任
」
と
は
、
あ
る
職
責
と
職
責
範
囲
の

な
す
べ
き
こ
と
を
担
当
す
る
こ
と
が
お
も
な
含
意
で
あ
っ
た
。

十
九
世
紀
以
降
、
イ
エ
ズ
ス
会
伝
道
師
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
マ
ー

チ
ン
（W

illiam
A

lexander
Parsons

M
artin

）
は
、『
万
国
公
法
』
の

中
に
あ
るobiligation

とobiligatory

を
「
責
任
」
と
い
う
二
文

字
で
翻
訳
し
た
。
こ
う
し
て
、
責
任
と
い
う
語
彙
に
「
義
務
」

と
い
う
含
意
が
そ
な
わ
っ
た
。（
日
本
語
で
はobiligation

を
義

務
と
訳
し
て
い
る
）。
そ
の
当
時
、
ロ
ブ
シ
ャ
イ
ト
（L

obscheid

）

が
編
集
し
た
『
英
華
辞
典
』（
一
八
六
六
―
六
九
）
で
も
、「
責
任
」

と
い
う
二
文
字
はduty

と
い
う
語
の
訳
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ

で
「
責
任
」
に
比
較
的
明
確
な
義
務
と
職
責
の
意
味
が
含
ま
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
中
国
語
と
日
本
語
で
、

あ
い
つ
い
でresponsibility

、
あ
る
い
はresponsible

を
「
責
任
」

と
訳
す
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
「
責
任
」
に
は
、
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あ
る
過
失
を
請
け
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
意
味
が

加
わ
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。「
責
任
感
」
と
い
う
表
現
が
使
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
さ
ら
に
あ
と
の
こ
と
で
、
日
本
で
は
、

大
正
時
代
（
一
九
一
一
―
二
六
）
以
降
、
最
初
に
現
れ
た
よ
う
で

あ
る
。

（
４
）

「
責
任
感
」
は
「
責
任
」
と
は
異
な
る
。「
責
任
感
」
が
論
じ

る
の
は
、
実
際
の
社
会
的
責
任
や
義
務
で
は
な
く
、
内
在
的
な

心
理
活
動
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
る
安
定
し
た
心
理
状
態
や
心
理

的
体
験
で
も
あ
る
。「
責
任
」
は
外
か
ら
加
え
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
の
に
対
し
、「
責
任
感
」
は
必
ず
心
の
内
面
か
ら
発
す
る
自
覚

的
な
も
の
で
、
特
定
の
客
観
的
条
件
や
効
果
と
は
な
ん
ら
直
接

的
つ
な
が
り
は
な
い
。
責
任
感
は
外
在
的
な
事
柄
に
対
す
る
主

体
的
関
心
で
あ
り
、
そ
れ
は
自
ら
あ
る
種
の
義
務
を
請
け
負
う

自
覚
的
意
識
で
、
努
力
を
通
じ
て
あ
る
一
定
の
結
果
、
ひ
い
て

は
最
も
理
想
的
な
結
果
に
到
達
し
た
い
、
と
い
う
願
望
を
含
ん

で
い
る
。
要
す
る
に
、
責
任
感
は
内
在
的
、
自
覚
的
な
精
神
状

態
、
あ
る
い
は
意
識
状
態
で
あ
る
。
責
任
感
は
必
ず
し
も
外
在

的
な
具
体
的
職
責
が
も
た
ら
す
も
の
と
は
限
ら
な
い
。
あ
る
職

責
に
あ
る
人
は
責
任
感
が
な
い
か
も
し
れ
な
い
し
、
責
任
感
の

あ
る
人
が
実
際
に
役
職
を
も
た
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
ひ
と
た

び
外
か
ら
加
わ
っ
た
職
責
に
責
任
感
が
生
じ
れ
ば
、
そ
れ
は
こ

の
外
か
ら
き
た
職
責
が
す
で
に
内
在
的
、
自
覚
的
に
な
り
、
四

六
時
中
そ
の
こ
と
か
ら
頭
が
離
れ
な
い
、
と
い
っ
た
心
理
状
態

に
転
化
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
　
道
家
的
責
任
感
の
理
論
お
よ
び
そ
の
表
現

我
々
が
「
道
家
的
責
任
感
」
を
提
起
す
る
理
由
は
、『
老
子
』

原
文
中
に
は
、
人
類
社
会
の
秩
序
、
状
態
に
つ
い
て
の
憂
慮
、

人
類
の
命
運
に
寄
せ
る
関
心
が
満
ち
溢
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
憂
慮
と
関
心
の
背
景
に
は
、『
老
子
』
の
作
者
の
人
類
、
人

類
社
会
、
人
類
社
会
の
秩
序
に
寄
せ
る
積
極
的
関
心
の
情
熱
が

あ
る
。
こ
の
関
心
と
憂
慮
は
責
任
感
が
具
体
化
さ
れ
た
も
の
で

も
あ
り
、
そ
れ
は
作
者
が
当
時
の
人
類
社
会
の
現
状
に
不
安
を

感
じ
、
人
類
社
会
の
理
想
的
状
態
に
対
し
て
、
あ
る
種
の
あ
こ

が
れ
を
抱
き
、
人
類
社
会
が
い
か
に
し
て
理
想
的
状
態
を
実
現

す
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
一
連
の
価
値
基
準
と
原
則
的

方
法
を
も
ち
あ
わ
せ
て
い
た
こ
と
に
も
表
れ
て
い
る
。
老
子
哲

学
と
道
家
哲
学
に
対
す
る
消
極
的
印
象
や
厳
し
い
批
判
の
根
拠
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は
、
お
も
に
表
面
的
、
断
片
的
な
読
解
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
も
し
我
々
が
『
老
子
』
の
原
文
を
全
体
的
に
、
深

く
読
み
込
ん
で
理
解
す
れ
ば
、『
老
子
』
の
作
者
の
人
文
に
対
す

る
深
い
関
心
や
、
人
類
の
生
存
状
態
に
対
す
る
責
任
感
を
容
易

に
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

老
子
の
責
任
感
は
、
お
も
に
万
物
の
生
存
状
態
に
対
す
る
聖

人
の
関
心
と
庇
護
の
態
度
の
中
に
見
て
取
れ
る
。
こ
の
点
は
六

十
四
章
の
中
で
明
確
に
表
わ
れ
て
お
り
、
新
た
に
出
土
し
た
二

千
年
余
り
昔
に
さ
か
の
ぼ
る
竹
簡
に
は
、
こ
の
点
が
よ
り
一
層

は
っ
き
り
と
記
さ
れ
て
い
る
。
普
及
し
て
い
る
王
弼
本
で
は
、

「
是
以
聖
人
欲
不
欲
…
…
以
輔
万
物
之
自
然
、
而
不
敢
為
（
是
を

以
て
聖
人
は
欲
せ
ざ
る
を
欲
し
…
…
以
て
万
物
の
自
然
を
輔
け
て
、
敢

え
て
為
さ
ず
）
」
と
説
い
て
い
る
。
こ
こ
で
「
以
て
万
物
の
自
然

を
輔
け
る
」
と
は
、
万
物
に
寄
せ
る
聖
人
の
気
持
ち
を
表
し
た
。

「
輔
」
と
は
、
傍
ら
か
ら
補
佐
す
る
、
支
え
る
、
助
け
る
と
い
う

意
味
で
、
直
接
関
与
し
た
り
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
ま
し
て
や

支
配
し
た
り
、
操
縦
し
た
り
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
こ
こ
で
、

「
万
物
の
自
然
を
輔
け
る
」
こ
と
と
「
敢
え
て
為
さ
な
い
」
こ
と

と
の
関
係
は
、
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
竹
簡
甲
本
の
原
文
は

「
聖
人
欲
不
欲
…
…
是
故
聖
人
�
能
�
輔
万
物
之
自
然
、
而
�
弗

能
�
為
」
と
あ
る
。
竹
簡
甲
本
に
よ
れ
ば
、
聖
人
の
「
能
く
」

と
「
能
わ
ず
」
は
対
照
を
な
し
て
お
り
、「
万
物
の
自
然
を
輔
け

る
」
と
「
為
す
」
は
対
比
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
わ
か
る
よ

う
に
、
老
子
の
古
本
の
「
為
す
」
に
は
「
万
物
の
自
然
を
輔
け

る
」
と
い
う
行
為
の
原
則
や
行
い
方
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。「
万

物
の
自
然
を
輔
け
る
」
こ
と
は
、
聖
人
が
し
て
も
よ
い
こ
と
、

で
き
る
こ
と
、
や
る
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
他
の
行
為
は
聖
人
が

許
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
許
さ
れ
な
い
」
と
は
、

明
ら
か
に
、
能
力
、
体
力
、
知
力
の
面
で
不
足
し
て
い
る
こ
と

で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
誰
も
が
、
聖
人
の
智
能
と
影
響
力
は
普

通
の
人
よ
り
も
勝
れ
て
い
る
と
仮
定
し
て
い
る
た
め
、
こ
こ
で

の
「
能
わ
ず
」
は
、
職
責
、
道
徳
、
良
心
に
お
い
て
の
み
い
え

る
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
え
て
「
能
う
」

と
「
能
わ
ず
」
を
対
照
さ
せ
る
理
由
は
、
明
ら
か
に
、
老
子
が

主
張
す
る
「
万
物
の
自
然
を
輔
け
る
」
と
い
う
特
別
な
行
為
原

則
を
浮
き
彫
り
に
す
る
と
と
も
に
、
普
段
し
ば
し
ば
目
に
す
る

「
為
す
」
こ
と
、
す
な
わ
ち
通
常
の
社
会
的
支
配
行
為
や
そ
の
行

為
の
行
い
方
、
要
す
る
に
直
接
に
設
計
、
指
導
、
命
令
、
抑
制
、
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ひ
い
て
は
支
配
す
る
な
ど
の
行
い
方
を
警
戒
す
る
た
め
で
あ
る
。

わ
か
り
や
す
く
言
う
と
、「
聖
人
能
輔
万
物
之
自
然
、
而
弗
能

為
（
聖
人
は
能
く
万
物
の
自
然
を
輔
け
、
而
し
て
為
す
こ
と
能
わ
ず
）」

は
、
道
家
の
聖
人
は
「
万
物
の
自
然
を
輔
け
る
」
こ
と
し
か
許

さ
れ
ず
、
他
の
事
を
し
て
は
い
け
な
い
、
あ
る
い
は
、
他
の
行

い
方
で
万
物
に
対
し
て
何
ら
か
の
作
為
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
老
子
自
身
の
用
語
で
い
え
ば
、
こ
こ
で

い
う
「
為
す
こ
と
能
わ
ず
」
と
は
、
つ
ま
り
「
無
為
」
の
こ
と

で
あ
り
、「
万
物
の
自
然
を
輔
け
る
」
と
は
、「
無
不
為
」
の
結

果
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
万
物
自
体
が
、
自
然
に
、

自
発
的
に
、
生
長
、
発
展
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
主
張
の
背

景
に
は
、
あ
る
信
念
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
普
段
、
あ
る
い
は
正

常
な
状
況
下
で
、
万
物
自
体
が
自
然
に
発
展
す
る
状
況
が
最
も

望
ま
し
く
、
最
も
価
値
的
な
も
の
で
あ
り
、
（
５
）

聖
人
の
職
責
と
は
、

正
常
な
状
態
を
維
持
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
万
物
の
自
然
の
発

展
に
最
も
す
ぐ
れ
た
条
件
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
と
信
じ
る
こ

と
で
あ
る
。

「
万
物
の
自
然
を
輔
け
る
」
の
万
物
に
は
、
明
ら
か
に
人
民

や
庶
民
が
含
ま
れ
る
。
事
実
、
老
子
の
責
任
感
は
、
庶
民
の
生

活
状
態
に
対
す
る
関
心
の
中
に
、
よ
り
多
く
、
よ
り
直
接
的
に

表
現
さ
れ
て
い
る
。
四
十
九
章
で
は
次
の
よ
う
に
説
く
。「
聖
人

無
常
心
、
以
百
姓
心
為
心
（
聖
人
は
常
の
心
無
く
、
百
姓
の
心
を
以

て
心
と
為
す
）」。
こ
れ
は
庶
民
の
心
を
我
が
心
と
す
る
、
つ
ま
り

全
面
的
に
庶
民
の
感
情
や
目
的
を
根
拠
と
し
、
庶
民
の
利
益
を

天
下
を
治
め
る
よ
り
ど
こ
ろ
と
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ

の
文
は
帛
書
本
に
よ
れ
ば
「
聖
人
恆
無
心
、
以
百
姓
之
心
為
心

（
聖
人
は
恒
に
心
無
く
、
百
姓
の
心
を
以
て
心
と
為
す
）」
で
あ
る
。
帛

書
本
の
「
無
心
」
は
、
通
行
本
の
「
無
常
心
」
よ
り
も
さ
ら
に

徹
底
し
て
お
り
、
忘
我
と
無
我
の
境
地
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
聖
人
は
、
完
全
に
庶
民
自
身
の
生
存
と
発
展
を
目
指
す

社
会
の
統
治
者
な
の
で
あ
る
。

庶
民
の
心
を
心
と
す
る
こ
と
は
、
当
然
な
が
ら
一
個
の
理
想

で
あ
る
が
、
庶
民
の
心
が
必
ず
し
も
同
じ
で
は
な
い
場
合
、
聖
人

は
ど
う
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
文
は
そ
の
後
、
次
の
よ
う
に

続
く
。「
善
者
善
之
、
不
善
者
亦
善
（
之
、
得
）
善
也
。
信
者
信

之
、
不
信
者
亦
信
之
、
得
信
也
（
善
な
る
者
は
之
を
善
と
し
、
善
な

ら
ざ
る
者
も
亦
之
を
善
と
せ
ん
。
得
善
な
れ
ば
な
り
。
信
な
る
者
は
之

を
信
と
し
、
信
な
ら
ざ
る
者
も
亦
之
を
信
と
せ
ん
。
得
信
な
れ
ば
な
り
）」

（
６
）



こ
の
文
は
、
庶
民
に
ど
ん
な
異
な
る
意
見
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、

ま
た
一
部
の
庶
民
が
善
良
あ
る
い
は
誠
実
で
あ
る
な
し
に
か
か

わ
ら
ず
、
等
し
く
接
し
、
信
頼
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
聖
人
自
ら
が
、
余
す
と
こ
ろ
な
く
「
善
」

と
「
信
」
を
実
践
し
、
提
唱
す
る
姿
勢
と
行
い
方
な
の
で
あ
る
。

老
子
は
、
聖
人
の
こ
の
よ
う
な
姿
勢
が
、
社
会
の
道
徳
の
「
善
」

と
「
信
」
を
よ
り
一
層
発
揚
さ
せ
、
向
上
さ
せ
る
と
信
じ
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。
原
文
で
は
続
け
て
次
の
よ
う
に
説
く
。「
聖
人

之
在
天
下
也
、
歙
歙
焉
、
為
天
下
渾
心
、
百
姓
皆
注
其
耳
目
焉
、

聖
人
皆
孩
之
（
聖
人
の
天
下
に
在
る
や
、
歙
歙
と
し
て
天
下
の
為
に
心

を
渾
に
す
。
百
姓
は
皆
其
の
耳
目
を
注
ぎ
、
聖
人
は
皆
之
れ
を
孩
に
す
）」

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
聖
人
の
「
無
我
」、「
無
心
」
と
い
う
統
治
法

を
通
し
て
、
天
下
渾
然
と
し
て
素
朴
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
境

地
に
到
達
さ
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
庶
民
が
常
に
退
廃
的
な

音
楽
や
女
色
を
見
聞
し
て
い
た
り
し
た
と
し
て
も
、
聖
人
は
、

庶
民
を
天
真
爛
漫
な
子
供
と
し
て
（
７
）
等
し
く
慈
愛
を
も
っ
て
庇
護

し
、
親
疎
を
問
わ
ず
公
平
に
接
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
お
お

ま
か
に
言
え
ば
、
こ
れ
も
無
為
而
治
の
一
つ
の
表
れ
と
い
え
よ

う
。

あ
る
い
は
、
次
の
よ
う
に
問
う
。
こ
の
よ
う
に
善
悪
を
わ
き

ま
え
ず
、
放
任
す
る
こ
と
は
、
無
責
任
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
つ
い
て
老
子
に
は
自
身
の
思
考
論
理
が
あ
る
は
ず
で
あ

る
。
お
お
ま
か
に
言
う
と
、
庶
民
の
中
に
も
不
善
の
人
、
不
信

の
人
が
い
る
し
、
庶
民
の
間
に
も
、
誰
が
善
の
人
で
、
誰
が
不

善
の
人
な
の
か
、
誰
が
信
頼
で
き
る
人
で
、
誰
が
信
頼
で
き
な

い
人
な
の
か
、
と
い
う
判
断
や
言
い
争
い
が
あ
る
が
、
庶
民
の

間
の
異
な
る
見
方
に
よ
っ
て
大
き
な
災
い
が
醸
成
さ
れ
る
こ
と

は
な
い
。
し
か
し
、
聖
人
は
上
の
立
場
に
立
つ
社
会
の
統
治
者

と
し
て
、
庶
民
の
中
で
、
誰
が
善
で
、
誰
が
悪
な
の
か
、
誰
が

信
頼
で
き
、
誰
が
信
頼
で
き
な
い
の
か
を
は
っ
き
り
と
区
別
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
序
列
、
線
引
き
に
、
立
て
分
け
、

親
疎
が
あ
り
、
善
を
も
っ
て
悪
を
退
け
、
信
を
も
っ
て
不
信
を

退
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
決
し
て
生
や
さ
し
い
こ
と

で
は
な
い
し
、
ま
し
て
や
好
ま
れ
る
こ
と
で
も
な
い
。
無
理
矢

理
に
区
別
を
つ
け
よ
う
と
す
れ
ば
、
間
違
い
な
く
庶
民
の
間
に

猜
疑
や
分
裂
、
衝
突
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。
老
子
五
十
七
章
で

は
、
次
の
よ
う
に
説
く
。「
夫
天
（
下
）
多
忌
諱
、
而
民
彌
叛

（
夫
れ
天
下
に
忌
諱
多
く
し
て
、
民
弥
叛

　
い
よ
い
よ
　

く
）」（
竹
簡
本
）。
忌
諱
と
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は
、
お
そ
ら
く
広
く
上
か
ら
下
へ
の
禁
忌
、
禁
令
の
類
を
指
す

の
で
あ
ろ
う
。
禁
令
が
多
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
反
感
を
招
く
。

老
子
は
お
そ
ら
く
次
の
よ
う
に
考
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
し
庶
民
が
物
事
の
分
別
に
終
始
し
て
い
る
と
き
、
聖
人
も
そ

の
あ
と
に
続
い
て
、
善
と
悪
、
信
と
不
信
を
区
別
す
る
な
ら
ば
、

庶
民
の
紛
争
に
巻
き
込
ま
れ
て
し
ま
い
、
善
と
信
を
提
唱
す
る

上
で
不
利
益
と
な
る
。
（
８
）

ゆ
え
に
、
老
子
は
次
の
よ
う
に
も
説
い

た
。「
愛
民
治
国
、
能
毋
以
知
乎
（
民
を
愛
し
国
を
治
め
て
、
能
く

知
を
以も
ち

う
る
こ
と
毋な

か
ら
ん
か
）」（
第
十
章
帛
書
本
）。
こ
の
「
愛
民
」

の
二
文
字
は
大
変
重
要
で
あ
る
。「
愛
民
治
国
」
と
は
、
一
般
的

な
国
の
統
治
法
で
は
な
く
、「
愛
民
」
を
原
則
と
し
、
目
的
と
す

る
統
治
法
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
愛
民
」
は
普
遍
的
愛
の
こ

と
で
、
善
の
民
、
信
の
民
だ
け
を
愛
し
、
不
善
の
民
、
不
信
の

民
を
愛
さ
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。「
能
毋
以
知
乎
（
能
く

知
を
以
う
る
こ
と
毋
か
ら
ん
か
）」
と
は
、
純
朴
で
、
策
略
を
め
ぐ

ら
さ
な
い
管
理
の
道
を
意
味
し
、
庶
民
に
対
し
て
善
し
悪
し
を

明
察
し
た
り
す
る
よ
う
な
判
断
を
せ
ず
、
善
と
不
善
・
信
と
不

信
を
見
分
け
る
こ
と
は
し
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ

は
す
な
わ
ち
、
通
常
の
緻
密
か
つ
周
到
な
才
覚
で
、
直
接
国
を

治
め
た
り
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
真
の
「
愛
民
」
的
な

「
治
国
」
の
表
れ
で
あ
り
、
一
部
の
民
を
愛
し
、
他
の
民
を
愛
さ

な
い
よ
う
な
計
算
高
い
社
会
管
理
者
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

老
子
は
、
聖
人
が
純
朴
無
為
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
庶
民
は
十
分

な
生
長
と
発
展
の
空
間
が
得
ら
れ
る
の
だ
と
考
え
た
。
ゆ
え
に

次
の
よ
う
に
説
く
。「
絶
知
棄
辯
、
民
利
百
倍
（
知
を
絶
ち
辯
を
棄

つ
れ
ば
、
民
利
百
倍
す
）」（
十
九
章
竹
簡
本
）。「
絶
知
棄
辯
」
自
体

が
目
的
で
は
な
く
、「
民
利
百
倍
」
こ
そ
目
的
で
あ
り
、
効
果
で

あ
る
。
聖
人
は
才
知
に
お
ぼ
れ
ず
、
善
悪
や
正
誤
を
弁
別
し
な

い
こ
と
は
、
根
本
的
に
言
え
ば
、
庶
民
が
楽
を
得
る
の
に
役
立

ち
、
庶
民
の
利
益
の
た
め
な
の
で
あ
る
。「
愛
民
」、「
利
民
」
と

い
う
表
現
は
、
老
子
の
庶
民
に
対
す
る
関
心
を
表
し
て
お
り
、

こ
の
関
心
の
目
指
す
も
の
は
、
庶
民
が
自
由
を
獲
得
し
、
自
主

的
に
生
長
、
発
展
し
、
繁
栄
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、

「
聖
人
之
言
曰
：
我
無
事
而
民
自
富
、
我
亡
為
而
民
自
化
、
我
好

静
而
民
自
正
、
我
欲
不
欲
而
民
自
朴
（
聖
人
の
言
に
曰
く
「
我
無
事

に
し
て
民
自
ら
富
み
、
我
為な

す
こ
と
亡な

く
し
て
民
自
ら
化
し
、
我
静
を

好
み
て
民
自
ら
正
し
く
、
我
欲
せ
ざ
る
を
欲
し
て
民
自
ら
朴
な
り
」
と
）」

（
五
十
七
章
竹
簡
本
）
と
説
く
。
こ
の
「
無
事
」、「
無
（
亡
）
為
」、
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「
好
静
」、「
欲
不
欲
」
は
い
ず
れ
も
聖
人
が
実
行
す
べ
き
清
廉
潔

白
な
無
為
に
し
て
治
む
を
説
い
て
お
り
、「
民
自
富
（
民
自
ら
富

む
）」、「
民
自
化
（
民
自
ら
化
す
）」、「
民
自
正
（
民
自
ら
正
し
い
）」、

「
民
自
朴
（
民
自
ら
朴
な
り
）」
は
「
無
為
」
の
治
が
目
指
す
結
果

で
あ
り
、
そ
れ
は
い
ず
れ
も
庶
民
が
自
由
で
、
自
然
に
、
健
康
、

裕
福
、
純
朴
の
方
向
へ
生
長
し
て
い
く
こ
と
で
も
あ
る
。
（
９
）

こ
こ

で
の
聖
人
の
純
朴
無
為
は
、
後
に
説
く
君
主
が
権
術
を
弄
ぶ

「
愚
民
政
策
」
と
は
全
く
無
関
係
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
（
10
）

老
子
は
庶
民
を
「
自
富
」、「
自
化
」、「
自
正
」、「
自
朴
」
な

ら
し
め
る
よ
う
主
張
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
原
則
を
、
無

責
任
、
放
任
だ
と
誤
解
す
る
人
も
い
る
。
し
か
し
、
老
子
が
こ

の
よ
う
な
主
張
を
提
起
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、「
愛

民
」、「
利
民
」
で
あ
り
、
よ
り
高
い
理
想
的
目
標
に
到
達
し
て
、

よ
り
よ
い
社
会
的
効
果
を
実
現
す
る
た
め
で
あ
る
。
老
子
は
説

く
。「
百
姓
之
不
治
也
、
以
其
上
之
有
以
為
、
是
以
不
治
（
百
姓
の

治
ま
ら
ざ
る
や
、
其
の
上か
み

の
為
す
こ
と
有
る
を
以
て
な
り
、
是
を
以
て
治

ま
ら
ず
）」（
七
十
五
章
帛
書
本
）。
聖
人
の
知
性
、
地
位
を
も
っ
て
、

も
し
一
人
だ
け
功
労
を
競
い
、
知
を
ひ
け
ら
か
し
、
才
を
誇
示

し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
間
違
い
な
く
、
百
官
の
部
下
や
民
の

「
自
化
」、「
自
正
」、「
自
朴
」
や
「
自
富
」
に
影
響
を
お
よ
ぼ
し
、

妨
げ
と
な
る
で
あ
ろ
う
。「
万
物
の
自
然
を
輔
け
る
」
と
い
う
原

則
と
関
連
づ
け
て
、
老
子
は
お
そ
ら
く
次
の
よ
う
に
考
え
た
の

で
あ
ろ
う
。
聖
人
が
補
佐
役
に
退
い
た
あ
と
、
自
分
の
強
さ
を

誇
示
せ
ず
、
自
分
の
功
労
を
ひ
け
ら
か
す
こ
と
が
な
け
れ
ば
、

部
下
で
あ
る
諸
の
官
吏
や
万
民
は
、
よ
り
一
層
自
主
性
、
主
体

性
や
創
造
性
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
、
自
由
に
発
展
で
き
る

空
間
や
調
和
の
と
れ
た
社
会
の
風
紀
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
老
子
の
責
任
感
は
、
通
常
の
意
義
で
あ

る
、
直
接
「
責
任
を
負
う
」
と
い
う
姿
勢
や
方
法
を
超
越
し
て

お
り
、
よ
り
高
く
、
よ
り
理
想
的
な
目
標
と
結
果
を
求
め
る
た

め
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
実
質
的
に
は
よ
り
高
い
責
任
感
で

あ
り
、
そ
し
て
あ
り
ふ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、「
上
善
」
い
わ
ゆ

る
「
上
善
若
水
、
水
善
利
万
物
而
不
争
（
上
善
は
水
の
ご
と
し
。
水

は
善
く
万
物
を
利
し
て
争
わ
ず
）」（
第
八
章
）、「
万
利
万
物
而
不
争

（
万
利
万
物
争
わ
ず
）」
と
い
う
も
の
で
、
そ
れ
は
ま
さ
に
老
子
の

聖
人
の
無
為
に
し
て
治
む
と
い
う
目
的
、
結
果
や
特
徴
の
こ
と

で
あ
り
、「
無
為
而
無
不
為
（
無
為
に
し
て
為
さ
ざ
る
無
し
）」
の
一

つ
の
具
体
的
な
表
れ
で
も
あ
る
。
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筆
者
は
、
か
つ
て
次
の
よ
う
に
提
起
し
た
こ
と
が
あ
る
。
老

子
の
無
為
は
単
純
な
理
論
的
概
念
で
は
な
く
、
多
く
の
否
定
的

な
表
現
を
代
表
す
る
「
概
念
の
集
合
体
」
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、

不
争
、
不
言
、
不
美
、
不
為
、
不
武
、
不
努
、
不
尚
賢
、
無
心
、

無
知
、
無
欲
、
無
身
、
無
事
、
勿
驕
、
勿
強
、
勿
伐
等
、
数
十

種
類
の
否
定
的
表
現
が
含
ま
れ
る
。
（
11
）

こ
れ
ら
の
否
定
的
表
現
は
、

ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
単
純
な
否
定
で
は
な
く
、
弁
証
法
的
「
否

定
の
否
定
」
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
よ
り
高
い

レ
ベ
ル
へ
向
か
う
発
展
、
そ
し
て
新
た
な
肯
定
に
至
る
否
定
で

あ
る
。
例
え
ば
、
聖
人
の
「
為
す
こ
と
能
わ
ず
」
は
一
般
の
王

侯
に
よ
る
直
接
支
配
的
な
「
為
す
」
の
否
定
で
あ
る
が
、
老
子

の
思
想
は
こ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
そ
こ
に
は
豊
富
な
内

在
的
意
義
が
含
ま
れ
、
よ
り
高
い
目
標
や
境
地
を
指
向
し
て
い

る
の
で
あ
る
。「
為
す
こ
と
能
わ
ず
」
は
、
一
般
的
な
「
為
す
」

を
否
定
す
る
と
と
も
に
、「
万
物
の
自
然
を
輔
け
る
」
こ
と
へ
の

肯
定
を
意
味
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
否
定
を
否
定
す
る
結
果
、

よ
り
高
い
次
元
の
肯
定
と
な
る
。
（
12
）

ま
さ
に
三
十
四
章
で
説
く
よ

う
に
、「
是
以
聖
人
之
能
成
大
也
、
以
其
不
為
大
也
、
故
能
成
大

（
是
を
以
て
聖
人
の
、
能
く
大
を
成
す
や
、
其
の
大
を
為
さ
ざ
る
を
以
て

な
り
、
故
に
能
く
大
を
成
す
）」（
帛
書
本
）
の
「
不
為
大
（
大
を
為
さ

ざ
る
）」
は
否
定
、「
能
成
大
（
能
く
大
を
成
す
）」
は
否
定
の
否
定

で
、
否
定
の
基
礎
の
上
に
お
か
れ
た
新
た
な
肯
定
で
あ
り
、
よ

り
高
い
目
標
に
つ
い
て
の
肯
定
、
あ
る
い
は
超
越
的
な
目
標
を

指
向
し
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。『
老
子
』
中
の
多
く
の
観
点
が

表
し
て
い
る
も
の
は
、
い
ず
れ
も
こ
の
よ
う
な
弁
証
法
的
否
定

な
の
で
あ
る
。
（
13
）

こ
の
よ
う
な
弁
証
法
的
否
定
の
思
考
法
を
理
解

す
る
こ
と
は
、
老
子
の
無
為
に
し
て
治
む
と
責
任
感
を
理
解
す

る
上
で
鍵
と
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

弁
証
法
的
否
定
と
い
う
思
考
法
や
理
想
の
追
求
は
、
一
般
の

人
々
に
理
解
さ
れ
、
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
た
や
す
い
こ
と

で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
老
子
は
「
無
為
の
益
」
を
説
い
た
と

き
、
一
般
の
人
々
が
「
無
為
の
益
」
を
理
解
す
る
難
し
さ
も
説

い
て
い
る
。
例
え
ば
、「
天
下
之
柔
、
馳
騁
乎
天
下
之
堅
。
無
有

入
無
間
。
吾
是
以
知
無
為
之
有
益
也
。
不
言
之
教
、
無
為
之
益
、

天
下
希
能
及
之
矣
（
天
下
の
柔
に
し
て
、
天
下
の
堅
を
馳
騁
す
。
無
有

に
し
て
無
間
に
入
る
。
吾
是
を
以
て
無
為
の
益
有
る
を
知
る
。
不
言
の

教
、
無
為
の
益
は
、
天
下
能
く
之
に
及
ぶ
も
の
希な

し
）」（
四
十
三
章
）

（
14
）

が

そ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
周
知
の
よ
う
な
柔
弱
が
剛
強
に
勝
つ
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事
例
を
あ
げ
な
が
ら
「
不
言
の
教
、
無
為
の
益
」
を
説
明
し
て

い
る
。
し
か
し
、
人
々
は
す
で
に
命
令
の
教
、
有
為
の
益
に
慣

れ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
無
為
の
益
の
理
論
は
受
け
入
れ
難
く
、

ま
し
て
や
こ
の
よ
う
な
理
論
が
も
た
ら
す
実
質
的
な
利
益
や
精

神
的
境
地
を
享
受
す
る
こ
と
は
、
さ
ら
に
困
難
で
あ
っ
た
。
し

た
が
っ
て
、
七
十
八
章
で
は
、
ま
た
次
の
よ
う
に
説
く
。「
天
下

莫
柔
弱
於
水
、
而
攻
堅
強
者
莫
之
能
先
也
、
以
其
無
以
易
之
也
。

水
之
勝
剛
也
、
弱
之
勝
強
也
、
天
下
莫
弗
知
也
、
而
莫
之
能
行

也
（
天
下
の
柔
弱
な
る
も
の
、
水
よ
り
は
莫
し
。
而
も
堅
強
を
攻
む
る

者
、
之
に
能
く
先
ん
ず
る
も
の
莫
し
。
其
れ
以
て
之
に
易か
わ

る
も
の
無
し
。

水
の
剛
に
勝
ち
、
弱
の
強
に
勝
つ
は
、
天
下
知
ら
ざ
る
も
の
莫
き
も
、

能
く
行
う
は
莫
し
）
」
（
15
）

こ
の
「
勝
」
は
「
あ
る
も
の
に
勝
る
」
、

「
す
ぐ
れ
た
」
と
い
う
意
味
で
、「
打
ち
勝
つ
」
と
い
う
意
味
と

は
限
ら
な
い
。
柔
弱
の
水
は
、
石
を
う
が
ち
、
岩
を
砕
く
こ
と

が
で
き
、
山
や
谷
を
切
り
開
く
こ
と
が
で
き
る
。
積
極
的
な
面

か
ら
言
う
と
、
し
な
や
か
な
力
は
、
往
々
に
し
て
、
剛
健
で
勇

猛
な
力
が
及
ば
な
い
よ
う
な
結
果
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

消
極
的
な
面
か
ら
言
う
と
、
弱
者
は
正
面
衝
突
や
無
用
な
傷
つ

け
合
い
を
減
ら
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

道
理
は
誰
も
が
わ
か
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
そ
れ
を
実

行
に
移
せ
る
人
は
少
な
い
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
道
家
的
統
治
法

を
実
践
す
る
に
は
、
習
慣
的
な
管
理
意
識
を
否
定
す
る
よ
う
な

大
き
な
勇
気
を
必
要
と
す
る
だ
け
で
な
く
、
高
み
か
ら
見
下
ろ

す
よ
う
な
、
あ
え
て
苦
難
を
引
き
受
け
る
よ
う
な
度
量
と
気
迫

も
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
普
通
の
人
々
に
と
っ

て
到
達
し
難
い
こ
と
で
あ
る
。
老
子
は
そ
の
難
し
さ
が
よ
く
わ

か
っ
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
老
婆
心
か
ら
、
繰
り
返
し
説
き
続
け

た
。
こ
れ
も
ま
さ
に
責
任
感
か
ら
駆
り
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
確
か
に
、
弁
証
法
的
否
定
の
原
則
を
理
解
す
る
こ
と
は
、

た
や
す
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
し
、
そ
れ
を
体
現
し
、
実
現
す

る
こ
と
は
さ
ら
に
難
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
老
子
の
無
為
に

し
て
治
む
へ
の
確
信
は
、
真
摯
で
ゆ
る
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

老
子
の
無
為
作
為
と
い
う
否
定
的
概
念
の
集
合
体
は
、
し
き

た
り
や
外
在
的
な
管
理
的
活
動
を
否
定
す
る
だ
け
で
な
く
、
世

俗
的
な
普
通
の
人
々
の
名
誉
と
利
益
に
と
ら
わ
れ
た
自
我
の
追

求
を
も
否
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
内
在
的
無
為
で
あ
り
、
そ
の

実
質
は
、
忘
我
、
無
我
の
境
地
で
あ
る
。
第
二
章
で
は
、
次
の

よ
う
に
説
く
。「
是
以
聖
人
居
亡
（
無
）
為
之
事
、
行
不
言
之
教
。
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万
物
作
而
弗
始
、
為
而
弗
恃
也
、
成
功
而
弗
居
也
（
是
を
以
て
聖

人
無
為
の
事
に
居
り
、
不
言
の
教
を
行
う
。
万
物
作
り
て
始
め
ず
。
為

し
て
恃
ま
ず
。
功
を
成
し
て
居
ら
ず
）
」（
竹
簡
本
）
。「
無
為
の
事
、

不
言
の
教
」
は
外
在
的
無
為
の
境
地
で
あ
る
。「
万
物
作
り
て
」

は
す
な
わ
ち
万
物
の
生
長
、
発
育
の
こ
と
で
、「
為
す
」
と
「
功

を
成
し
て
」
は
す
な
わ
ち
無
為
の
治
の
結
果
で
あ
る
。「
始
め
ず
」、

「
恃
ま
ず
」、「
居
ら
ず
」
は
、
す
な
わ
ち
内
在
的
無
為
の
こ
と
で

あ
る
。「
始
め
ず
」
の
意
味
は
、
万
物
が
盛
ん
に
生
長
し
、
発
展

す
る
が
、
自
ら
に
創
始
の
功
が
あ
る
と
思
い
込
ま
な
い
こ
と
。

「
恃
ま
ず
」
の
意
味
は
、
何
ら
か
の
手
柄
は
あ
る
が
、
そ
の
手
柄

を
頼
み
と
し
な
い
こ
と
。「
居
ら
ず
」
と
は
、
手
柄
を
立
て
て
も
、

功
臣
と
う
ぬ
ぼ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
聖
人
の
こ
の
よ
う
な
人

徳
は
道
の
精
神
を
体
現
す
る
「
玄
徳
」
か
ら
く
る
も
の
で
あ
ろ

う
。
五
十
一
章
で
は
、
次
の
よ
う
に
説
く
。「
道
生
之
、
畜
之
、

長
之
、
遂
之
、
亭
之
、
毒
之
、
養
之
、
覆
之
。
生
而
弗
有
也
、

為
而
弗
恃
也
、
長
而
弗
宰
、
是
謂
玄
徳
（
道
之
を
生
じ
、
之
を
畜
や
し
な
い
、

之
を
長
じ
、
之
を
遂
げ
し
め
、
之
を
成
し
、
之
を
毒あ
つ

く
し
、
之
を
養
い
、

之
を
覆
う
。
生
じ
て
有
せ
ざ
る
な
り
、
為
し
て
恃
ま
ざ
る
な
り
、
長
じ

て
宰
せ
ざ
る
な
り
。
是
を
玄
徳
と
謂
う
）」（
帛
書
本
）。「
弗
有
（
有
せ

ず
）」
の
意
味
は
、
万
物
を
生
み
、
育
む
が
、
占
有
し
な
い
こ
と

で
、「
弗
宰
（
宰
せ
ず
）」
の
意
味
は
、
万
物
の
発
展
を
決
定
づ
け

る
が
、
万
物
を
支
配
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
第
十
章
に
も
こ
れ

と
同
じ
よ
う
な
説
を
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
老
子
は
「
弗

有
」、「
弗
宰
」、「
弗
始
」、「
弗
恃
」、「
弗
居
」
と
い
う
玄
徳
を

尊
重
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
玄
徳
の
実

質
は
、
あ
ら
ゆ
る
世
俗
的
な
自
我
や
要
求
を
棄
て
、
そ
れ
ら
を

超
越
す
る
こ
と
で
あ
り
、
占
有
、
支
配
、
功
績
の
よ
う
な
欲
望

を
も
た
な
い
こ
と
、
た
だ
万
民
に
対
す
る
利
益
だ
け
を
求
め
、

万
民
か
ら
の
自
分
に
対
す
る
服
従
や
認
可
を
求
め
な
い
こ
と
で

あ
る
。
玄
徳
と
は
す
な
わ
ち
宇
宙
の
本
源
的
な
基
本
精
神
で
あ

る
忘
我
、
無
我
の
徳
を
体
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
老
子
』
の
五
千
言
は
哲
学
の
専
門
書
で
は
な
い
が
、
散
見

さ
れ
る
格
言
、
語
録
、
詩
歌
形
式
の
記
述
中
に
は
、
厳
密
で
は

な
い
が
全
体
を
通
底
す
る
思
想
体
系
が
見
ら
れ
る
。
道
家
的
責

任
感
お
よ
び
道
家
的
責
任
感
を
論
証
す
る
弁
証
法
的
否
定
の
思

考
法
は
、
こ
の
体
系
の
多
く
の
面
に
わ
た
っ
て
浸
透
し
、
体
現

さ
れ
て
い
る
。
注
目
に
値
す
る
の
は
、
老
子
の
庶
民
や
万
物
に

対
す
る
責
任
感
が
、
実
際
に
は
宇
宙
根
源
の
道
、
天
の
道
か
ら
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き
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、

道
家
的
責
任
感
は
、
老
子
の
宇
宙
論
や
存
在
論
を
そ
の
根
拠
と

し
て
い
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
万
物
の
自
然
を
輔
け
る
」

と
は
聖
人
の
万
物
に
対
す
る
責
任
感
が
体
現
さ
れ
た
も
の
で
、

「
自
然
」
と
い
う
概
念
や
価
値
は
、「
人
法
地
、
地
法
天
、
天
法

道
、
道
法
自
然
（
人
は
地
に
法
り
、
地
は
天
に
法
り
、
天
は
道
に
法
り
、

道
は
自
然
に
法
る
）」（
二
十
五
章
）
か
ら
き
て
い
る
。
道
は
天
地
万

物
森
羅
万
象
の
根
源
で
、
万
物
の
生
長
、
発
展
の
あ
ら
ゆ
る
よ

り
ど
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
「
道
法
自
然
」
と
い
う

説
は
「
自
然
」
を
老
子
哲
学
の
中
で
最
高
の
価
値
、
あ
る
い
は

中
心
的
価
値
を
も
つ
地
位
に
定
め
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
自

然
は
自
然
界
、
物
理
の
自
然
、
あ
る
い
は
生
物
の
自
然
を
指
す

の
で
は
な
い
。
ま
た
社
会
の
原
始
的
状
態
や
人
類
の
文
明
発
祥

以
前
の
状
態
を
指
す
の
で
も
な
い
。
誤
解
を
避
け
る
た
め
に
、

我
々
は
こ
れ
を
人
文
自
然
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
（
16
）
、
聖
人
が
「
道
法

自
然
」
の
原
則
に
則
っ
て
、
人
類
社
会
の
中
に
自
然
な
形
で
調

和
と
秩
序
を
実
現
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
説
明
し
た

い
。「
万
物
の
自
然
を
輔
け
る
」
と
は
ま
さ
に
聖
人
が
宇
宙
根
本

の
道
を
な
ぞ
っ
た
表
現
で
あ
り
、
老
子
哲
学
の
中
心
的
価
値
は
、

万
物
の
個
体
と
集
合
体
に
体
現
さ
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
成
事
遂

功
、
而
百
民
曰
我
自
然
也
（
事
を
成
し
功
を
遂
げ
、
而
し
て
百
民
曰

く
、
我
自
ら
然
る
な
り
）」
と
は
、
聖
人
が
無
為
に
し
て
治
む
を
通

し
て
人
々
の
社
会
生
活
の
自
然
な
調
和
と
い
う
結
果
を
実
現
す

る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

宇
宙
根
本
の
道
の
次
に
老
子
は
さ
ら
に
「
天
の
道
」、「
人
の

道
」、
お
よ
び
「
聖
人
の
道
」
と
い
う
概
念
を
提
起
し
た
。
天
の

道
は
自
然
界
に
代
表
さ
れ
る
原
則
で
あ
る
が
、
宇
宙
根
本
の
価

値
的
方
向
を
も
体
現
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
人
の
道
は
、
天

の
道
と
対
極
に
あ
り
、
普
通
の
人
々
が
事
を
行
う
原
則
で
、
し

ば
し
ば
天
の
道
に
反
す
る
。
聖
人
の
道
と
は
天
の
道
が
人
格
化

さ
れ
た
表
現
で
、
人
の
道
と
は
根
本
的
に
異
な
る
。
七
十
七
章

で
は
次
の
よ
う
に
説
く
。「
故
天
之
道
、
損
有
余
而
益
不
足
。
人

之
道
、
損
不
足
而
奉
有
余
。
夫
孰
能
有
余
而
有
以
奉
於
天
者
、

唯
有
道
者
乎
。
是
以
聖
人
為
而
弗
有
、
成
功
而
弗
居
也
。
若
此

其
不
欲
見
賢
也
（
故
に
天
の
道
は
、
余
り
有
る
を
損そ
ん

し
て
足
ら
ざ
る
を

益ま

す
。
人
の
道
は
、
足
ら
ざ
る
を
損
し
て
余
り
有
る
に
奉
ず
。
夫
れ
孰た
れ

か
能
く
余
り
有
り
て
而
も
以
て
天
に
奉
ず
る
者
ぞ
。
唯
だ
道
を
有
す
る

者
の
み
な
ら
ん
か
。
是
を
以
て
聖
人
は
為
り
て
有
せ
ず
、
功
を
成
し
て
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居
ら
ざ
る
な
り
。
此か

く
の
若ご
と

く
其
れ
賢
き
を
見
す

　
あ
ら
わ
　

を
欲
せ
ざ
る
な
り
）」

（
帛
書
本
）。
老
子
が
天
の
道
を
提
唱
し
、
人
の
道
を
抑
え
る
が
、

聖
人
だ
け
は
天
の
道
を
体
現
で
き
る
。「
損
有
余
而
益
不
足
（
余

り
有
る
を
損
し
て
足
ら
ざ
る
を
益
す
）」
と
は
、「
損
不
足
而
奉
有
余

（
足
ら
ざ
る
を
損
し
て
以
て
余
り
有
る
に
奉
ず
）」
と
い
う
不
合
理
な

現
象
を
糾
す
こ
と
で
あ
る
。
聖
人
の
「
弗
有
（
有
せ
ず
）」、「
弗

居
（
居
ら
ず
）」、「
不
欲
見
賢
（
賢
き
を
見
す
こ
と
を
欲
せ
ず
）」
は

い
ず
れ
も
内
心
の
無
為
の
体
現
で
あ
り
、
聖
人
の
無
我
、
無
私

の
具
体
的
な
表
れ
で
も
あ
る
。
そ
し
て
「
為
」
と
「
成
功
」
と

い
う
表
現
は
、
聖
人
の
無
為
と
は
全
く
事
を
な
さ
な
い
こ
と
で

は
な
く
、
外
在
の
無
為
に
し
て
治
む
を
通
し
て
「
為
（
為
す
）
」

と
「
成
功
（
功
成
る
）」
と
い
う
結
果
に
至
る
こ
と
を
明
ら
か
に

し
て
い
る
。
天
の
道
と
い
う
説
に
つ
い
て
は
、
ほ
か
に
も
「
天

之
道
、
利
而
不
害
;
聖
人
之
道
、
為
而
不
争
（
天
の
道
は
、
利
し

て
害
せ
ず
、
聖
人
の
道
は
、
為
し
て
争
わ
ず
）」（
八
十
一
章
）
と
あ
る
。

こ
こ
で
の
天
の
道
と
聖
人
の
道
は
一
致
す
る
の
で
、
い
ず
れ
も

「
利
而
不
害
」、「
為
而
不
争
」
と
い
う
も
の
で
、
民
や
万
物
の
利

益
を
も
た
ら
し
、
功
を
争
わ
な
い
と
い
う
姿
勢
を
体
現
し
て
い

る
。
つ
ま
り
「
功
遂
身
退
、
天
之
道
也
（
功
遂
げ
身
退
く
は
、
天
の

道
な
り
）」（
第
九
章
）
で
あ
る
。
七
十
三
章
に
は
ほ
か
に
も
「
天

之
道
不
戦
而
善
勝
、
不
言
而
善
応
（
天
の
道
は
戦
わ
ず
し
て
善
く
勝

ち
、
言
わ
ず
し
て
善
く
応
じ
る
）
」
と
あ
る
。「
不
戦
（
戦
わ
ず
）
」、

「
不
言
（
言
わ
ず
）」
と
は
無
為
の
第
一
層
の
否
定
的
意
義
で
あ
る
。

「
善
勝
（
善
く
勝
つ
）」、「
善
応
（
善
く
応
じ
る
）」
と
は
否
定
後
の

肯
定
で
、
よ
り
高
い
境
地
へ
の
追
求
で
あ
る
。「
不
戦
而
勝
（
戦

わ
ず
し
て
善
く
勝
つ
）」、「
不
言
而
応
（
言
わ
ず
し
て
応
じ
る
）」
の

目
指
す
と
こ
ろ
は
、
明
ら
か
に
従
来
の
「
戦
而
勝
（
戦
っ
て
勝
つ
）」、

「
以
言
応
（
言
っ
て
応
じ
る
）」
と
い
う
行
い
方
を
超
越
し
て
お
り
、

弁
証
法
的
否
定
と
道
家
的
責
任
感
の
従
来
の
し
き
た
り
を
超
え

る
、
さ
ら
な
る
高
い
目
標
へ
の
追
求
を
体
現
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

三
　
道
家
的
責
任
感
の
特
徴

上
述
し
た
と
こ
ろ
を
ま
と
め
る
と
、
道
家
的
責
任
感
の
特
徴

を
以
下
の
三
点
に
集
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
の
特
徴
は
、
関
心
の
対
象
性
で
あ
る
。
道
家
的
責
任
感

に
お
い
て
、
聖
人
や
責
任
を
担
う
者
が
最
も
関
心
を
寄
せ
る
も

の
は
、
本
人
が
主
体
性
を
発
揮
す
る
こ
と
や
仕
事
ぶ
り
、
利
害
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で
は
な
く
、
統
治
対
象
の
状
態
や
民
と
万
物
の
自
然
な
、
そ
れ

ぞ
れ
の
性
質
に
も
と
づ
く
、
独
自
の
発
展
方
向
に
向
か
う
状
態

で
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

対
象
性
が
強
調
す
る
の
は
、
社
会
の
統
治
者
と
統
治
対
象
と

い
う
両
者
の
間
で
、
対
象
の
存
在
、
状
態
や
利
益
を
最
優
先
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
特
徴
は
、
民

に
自
ら
の
主
体
性
を
維
持
さ
せ
、
発
展
さ
せ
る
た
め
の
十
分
な

空
間
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
対
象
性
の
特

徴
と
聖
人
の
無
我
精
神
と
は
表
裏
一
体
で
あ
る
。
一
方
で
、
聖

人
は
全
身
全
霊
を
も
っ
て
民
と
万
物
の
利
益
や
置
か
れ
て
い
る

状
況
に
関
心
を
払
い
、
他
方
で
、
自
ら
の
功
労
、
地
位
、
名
誉

等
の
利
益
を
全
く
求
め
な
い
。
こ
の
両
者
は
実
は
一
体
な
の
で

あ
る
。
ゆ
え
に
、
対
象
性
の
特
徴
に
と
も
な
う
の
は
聖
人
の
非

主
体
的
特
徴
で
あ
り
、
両
者
は
一
体
の
う
え
の
二
面
性
で
あ
る
。

ひ
る
が
え
っ
て
一
般
的
な
社
会
統
治
者
の
責
任
感
に
つ
い
て

見
れ
ば
、
重
視
さ
れ
る
の
は
、
往
々
に
し
て
統
治
者
自
身
の
能

力
の
発
揮
や
地
位
の
昇
進
で
あ
る
。
あ
る
社
会
の
統
治
者
と
し

て
、
当
然
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
責
任
感
は
な
い
よ
り
は
ま
し

で
あ
る
が
、
道
家
的
責
任
感
と
比
べ
る
と
、
こ
の
よ
う
な
あ
り

ふ
れ
た
責
任
感
は
、
責
任
者
自
身
の
仕
事
ぶ
り
、
名
誉
、
評
価

に
よ
り
一
層
重
点
が
置
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
民
や
万

物
の
利
益
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
注
ぐ
こ
と
が
で
き
ず
、
あ
る
と
き

に
は
自
己
表
現
の
た
め
に
、
さ
し
て
必
要
で
は
な
い
よ
う
な
、

ひ
い
て
は
統
治
対
象
を
損
な
う
よ
う
な
行
為
を
故
意
に
し
て
し

ま
う
。
こ
の
よ
う
な
責
任
者
は
、
個
人
の
功
績
を
お
お
っ
ぴ
ら

に
顕
彰
す
る
こ
と
し
か
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
し
、
保
身
の
た

め
に
何
も
起
こ
ら
な
い
こ
と
を
願
う
か
も
し
れ
な
い
。
世
俗
的

な
責
任
感
の
影
響
下
で
、
責
任
者
は
、
万
物
や
民
に
と
っ
て
は

価
値
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
際
だ
っ
た
「
政
治
的
業
績
」
に
な
ら

な
い
事
は
や
り
た
が
ら
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
数
字
を
重
視
し
、

実
効
を
重
視
せ
ず
、
体
面
を
重
ん
じ
、
コ
ス
ト
の
計
算
を
怠
る

か
も
し
れ
な
い
。
古
代
、
一
部
の
役
人
は
、
普
段
は
民
や
万
物

の
生
活
に
関
心
を
払
わ
ず
、
遠
望
卓
識
や
強
い
責
任
感
も
な
か

っ
た
が
、
ひ
と
た
び
災
い
に
直
面
し
た
と
き
は
、
身
を
も
っ
て

殉
難
し
、
死
を
も
っ
て
志
を
明
ら
か
に
し
た
。
史
書
に
そ
の
名

を
留
め
る
こ
と
は
で
き
た
も
の
の
、「
万
物
」
に
実
際
の
利
益
を

も
た
ら
す
こ
と
は
結
局
で
き
な
か
っ
た
。
道
家
的
責
任
感
は
、

明
ら
か
に
、
こ
の
よ
う
な
普
通
の
自
己
表
現
を
重
視
し
た
「
責
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任
を
負
う
」
姿
勢
よ
り
も
高
み
に
あ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

道
家
的
責
任
感
の
第
二
の
特
徴
は
、
幅
広
い
包
容
性
で
あ
る
。

「
万
物
の
自
然
を
輔
け
る
」
と
い
う
原
則
は
、
大
小
、
高
低
、
貴

賤
、
親
疎
の
分
け
隔
て
な
く
、
等
し
く
包
容
し
、
支
え
る
と
い

う
姿
勢
で
あ
る
。「
聖
人
恆
善
救
人
、
而
無
棄
人
、
物
無
棄
財

（
聖
人
は
恒
に
善
く
人
を
救
い
て
、
棄
人
無
く
、
物
に
棄
財
無
し
）」（
二

十
七
章
）、「
人
之
不
善
、
何
棄
之
有
（
人
の
不
善
は
、
何
の
棄
つ
る

こ
と
か
之
れ
有
ら
ん
）」（
六
十
二
章
）。
こ
の
よ
う
な
、
統
治
対
象

に
対
し
て
善
悪
の
分
け
隔
て
な
く
、
平
等
に
包
容
す
る
姿
勢
は
、

社
会
が
道
徳
、
政
治
、
あ
る
い
は
階
級
の
区
分
を
図
る
こ
と
に

よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
対
立
、
隔
離
お
よ
び
矛
盾
や
衝
突
を

避
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ゆ
え
に
、
人
類
の
包
容
性

と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
池
田
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
が
提
唱
す

る
人
類
の
平
和
と
い
う
目
標
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
（
17
）

統
治
対
象
を
分
け
て
治
め
る
の
は
、
統
治
者
の
常
套
手
段
で

あ
る
が
、
こ
れ
も
社
会
の
矛
盾
を
激
化
さ
せ
、
社
会
の
衝
突
を

も
た
ら
す
根
源
と
な
っ
て
お
り
、
道
家
が
受
け
入
れ
る
も
の
で

は
な
い
。
道
家
の
包
容
性
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
非
人
間
的
な
基
準
、

例
え
ば
政
治
的
基
準
、
宗
教
的
基
準
等
で
、
人
間
を
善
悪
高
低
、

親
疎
遠
近
と
い
う
さ
ま
ざ
ま
な
ラ
ン
ク
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ

対
応
す
る
と
い
う
行
い
方
を
回
避
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
よ
く

見
う
け
ら
れ
る
社
会
の
統
治
者
は
、
往
々
に
し
て
一
部
の
人
々

を
丸
め
込
ん
で
頼
み
と
し
、
他
の
一
部
の
人
々
を
排
斥
す
る
。

時
々
に
応
じ
て
、
親
し
か
っ
た
人
、
疎
遠
だ
っ
た
人
、
起
用
し

た
人
、
批
判
し
た
人
は
、
違
っ
た
集
合
体
だ
っ
た
か
も
し
れ
な

い
。
そ
の
結
果
、
さ
ま
ざ
ま
な
善
悪
、
是
非
の
基
準
が
衝
突
の

も
と
と
な
り
、
争
い
の
根
源
と
な
り
、
う
っ
ぷ
ん
を
晴
ら
す
口

実
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
本
来
社
会
の
調
和
を
図

る
べ
き
統
治
者
が
か
え
っ
て
社
会
を
分
化
、
対
立
さ
せ
、
矛
盾

や
衝
突
を
も
た
ら
す
存
在
と
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
社

会
の
統
治
者
自
身
が
社
会
の
調
和
の
さ
ま
た
げ
と
な
っ
て
し
ま

う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
般
に
見
ら
れ
る
、
あ
る
道
徳
や
類
似

す
る
原
則
を
過
分
に
強
調
す
る
あ
ま
り
、
や
る
気
を
喪
失
さ
せ

て
し
ま
う
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
是
非
を
も
て
あ
そ
び
、
分
断

し
て
治
め
る
と
い
う
政
治
屋
の
よ
う
な
手
段
は
、
本
稿
の
テ
ー

マ
と
は
全
く
無
関
係
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
議
論
は
割
愛
す
る
。

高
度
な
包
容
性
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
外
在

的
な
価
値
基
準
に
よ
っ
て
集
合
体
の
な
か
で
形
成
さ
れ
た
対
立
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と
衝
突
を
必
ず
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
ま
さ
に
道

家
的
責
任
感
の
第
三
の
特
徴
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
価
値
の
中

立
性
、
あ
る
い
は
道
徳
の
超
越
性
で
あ
り
、
従
来
の
価
値
追
求

を
超
越
し
た
究
極
の
関
心
を
提
唱
す
る
も
の
で
あ
る
。「
道
法
自

然
」
と
い
う
名
句
は
、
道
家
の
究
極
の
関
心
と
、
そ
の
他
の
あ

ら
ゆ
る
宗
教
、
哲
学
の
追
求
と
の
違
い
を
説
明
し
て
い
る
。
道

法
自
然
は
、
自
然
の
調
和
、
自
然
の
秩
序
を
も
っ
て
最
高
の
価

値
、
あ
る
い
は
中
心
的
価
値
と
し
、
そ
れ
は
、
そ
の
他
の
さ
ま

ざ
ま
な
思
想
体
系
を
超
越
し
た
最
高
の
原
則
で
あ
る
。
さ
ま
ざ

ま
な
価
値
の
目
標
、
例
え
ば
、
道
徳
、
仁
義
、
平
等
、
自
由
、

人
権
、
正
義
、
神
聖
等
が
、
異
な
る
思
想
理
論
あ
る
い
は
文
化

シ
ス
テ
ム
の
な
か
で
い
ず
れ
も
最
高
の
意
義
を
具
え
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
価
値
は
、
特
定
の
条
件
の
も
と
で
社
会
の
調
和
を
維

持
す
る
と
い
う
積
極
的
な
役
割
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

こ
れ
ら
の
最
高
の
価
値
も
ま
た
、
衝
突
を
引
き
起
こ
し
、
衝
突

を
も
た
ら
し
、
衝
突
を
激
化
さ
せ
た
り
す
る
旗
印
と
ス
ロ
ー
ガ

ン
と
な
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
人
種
、
地
域
、
国
家
に
は
異
な
る
神

聖
な
原
則
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
神
聖
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も
と

で
、
な
ん
ら
神
聖
な
意
義
を
も
た
な
い
戦
争
を
起
こ
す
こ
と
も

あ
る
。
ど
ん
な
に
正
し
く
、
正
義
で
、
神
聖
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
で

あ
っ
て
も
、
衝
突
と
戦
争
を
引
き
起
こ
す
口
実
と
な
り
う
る
。

た
と
え
、
あ
る
正
義
の
原
則
を
誠
実
に
遂
行
し
た
と
し
て
も
、

ま
た
初
め
は
衝
突
を
引
き
起
こ
す
動
機
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、

自
分
の
崇
拝
す
る
原
則
を
至
上
最
高
に
位
置
づ
け
、
無
条
件
に

そ
れ
を
遂
行
し
、
社
会
全
体
に
強
制
的
に
受
容
さ
せ
た
と
し
た

ら
、
こ
れ
は
必
然
的
に
大
規
模
な
衝
突
、
さ
ら
に
は
戦
争
を
も

た
ら
す
で
あ
ろ
う
。
老
子
の
人
文
自
然
の
原
則
は
、
人
類
社
会

の
自
然
の
調
和
と
自
然
の
秩
序
を
最
高
に
位
置
づ
け
る
。
こ
の

こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
最
高
の
原
則
や
神
聖
な
価
値
を
無
条
件

に
遂
行
す
る
こ
と
が
社
会
の
動
揺
を
も
た
ら
す
口
実
に
な
る
こ

と
を
防
い
で
い
る
。
そ
し
て
人
文
自
然
の
原
則
自
体
は
、
社
会

の
自
然
の
調
和
を
最
高
価
値
と
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ

れ
自
体
は
衝
突
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
な
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ゆ
え
に
、
老
子
の
人
文
自
然
の
概
念
を
最
高
価
値
と
す
る
こ
と

は
、
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
価
値
と
は
違
い
、
社
会
の
調
和
を
保
障

す
る
の
に
有
利
な
価
値
基
準
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
人
類
社
会

の
調
和
、
ひ
い
て
は
宇
宙
の
調
和
を
目
標
と
す
る
価
値
意
識
は
、

老
子
哲
学
の
人
類
全
体
に
対
す
る
責
任
感
を
体
現
し
て
い
る
の
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で
あ
り
、
あ
る
ひ
と
に
ぎ
り
の
集
合
体
や
あ
る
文
化
に
対
し
て

だ
け
の
責
任
感
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
超
越
性
と
中
立
性
は
、

最
高
の
包
容
性
と
総
体
性
に
向
か
わ
せ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

道
家
的
責
任
感
の
特
徴
は
、
老
子
の
「
戦
勝
以
喪
礼
処
之
（
戦

い
て
勝
て
ば
葬
礼
を
以
て
之
に
処
せ
り
）」
と
い
う
主
張
を
例
に
挙
げ

る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
三
十
一
章
で
は
次
の
よ
う

に
説
く
。「
殺
人
衆
、
以
悲
哀
�
之
、
戦
勝
而
以
喪
礼
処
之
（
人

を
殺
す
こ
と
衆お
お

け
れ
ば
、
悲
哀
を
以
て
之
に
�
の
ぞ

む
。
戦
い
て
勝
て
ば
、

葬
礼
を
以
て
之
に
処
せ
り
）」（
帛
書
本
）。
一
般
的
に
は
、
戦
争
で

勝
利
す
れ
ば
、
祝
賀
会
を
開
き
、
烈
士
や
英
雄
を
表
彰
す
る
も

の
で
あ
る
が
、
老
子
は
な
ぜ
「
戦
勝
以
喪
礼
処
之
」
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

老
子
の
答
は
非
常
に
簡
単
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
「
殺
人
衆
（
人

を
殺
す
こ
と
の
衆
き
）」
だ
か
ら
で
あ
る
と
だ
け
述
べ
て
い
る
。
こ

の
「
殺
人
（
人
を
殺
す
こ
と
）」
と
い
う
言
葉
に
は
、
明
ら
か
に
殺

さ
れ
た
敗
戦
国
側
の
敵
も
含
ま
れ
、
た
ん
に
味
方
の
側
だ
け
の

犠
牲
者
を
指
す
の
で
は
な
い
。
そ
の
理
由
は
、「
殺
人
衆
（
人
を

殺
す
こ
と
の
衆
き
）」、「
而
以
喪
礼
処
之
（
葬
礼
を
以
て
之
に
処
せ
り
）」

は
、
普
通
の
人
々
の
心
境
を
超
え
、
歴
史
を
超
え
た
卓
見
で
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
行
い
は
、
人
文
主
義
精
神
の
理

想
的
な
旗
印
を
高
揚
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
憎
し
み
の
種
が
ま

か
れ
る
こ
と
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
、
矛
盾
の
激
化
や
継
続
を

断
絶
さ
せ
、
社
会
と
人
類
の
恒
久
的
な
調
和
に
有
益
な
も
の
に

な
る
で
あ
ろ
う
。

明
ら
か
に
、
老
子
が
思
索
し
関
心
を
寄
せ
た
重
点
は
、
戦
争

の
指
揮
者
、
勝
利
者
の
主
体
的
地
位
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
突

撃
し
て
敵
陣
に
攻
め
込
ん
だ
将
校
や
兵
士
の
生
命
に
対
す
る
哀

惜
に
あ
る
。
ま
た
勝
利
者
の
功
績
を
讃
え
た
り
、
味
方
の
偉
大

さ
を
顕
彰
、
誇
示
し
た
り
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
も
な
い
。
そ

れ
は
多
く
の
生
命
の
不
幸
と
人
類
社
会
の
破
壊
を
悲
し
み
哀
れ

む
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
道
家
的
責
任
感
の
対
象

性
あ
る
い
は
非
主
体
的
特
徴
で
、
真
の
人
道
主
義
精
神
の
体
現

で
も
あ
る
。

次
に
、
こ
れ
は
敵
と
味
方
ど
ち
ら
の
生
命
も
等
し
く
尊
重
や

憐
れ
み
を
受
け
る
こ
と
、
敵
と
味
方
、
是
非
、
正
誤
、
地
域
、

国
の
境
界
に
つ
い
て
差
別
を
つ
け
る
こ
と
の
な
い
包
容
性
を
体

現
し
て
い
る
。
そ
の
関
心
の
対
象
は
、
分
け
隔
て
な
く
、
あ
ら

ゆ
る
人
類
の
構
成
員
の
命
運
や
状
態
で
あ
り
、
最
も
広
い
人
文
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へ
の
関
心
と
包
容
性
を
体
現
し
、
究
極
の
人
道
主
義
に
至
る
こ

と
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
真
正
の
平
和
主
義
で
も
あ
る
。
最
後

に
、「
戦
勝
以
喪
礼
処
之
（
戦
い
て
勝
て
ば
、
葬
礼
を
以
て
之
に
処
せ

り
）」
と
い
う
行
い
方
は
、
明
ら
か
に
、
全
て
の
価
値
や
道
徳
規

準
が
も
た
ら
し
た
人
為
的
な
対
立
を
超
越
、
放
棄
し
、
価
値
の

中
立
性
あ
る
い
は
道
徳
の
超
越
性
を
体
現
し
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
も
、
そ
し
て
現
代
も
、
道
家
的
な
責
任
感
を
完
全

に
体
現
し
た
社
会
の
統
治
者
は
決
し
て
多
く
は
な
か
っ
た
が
、

道
家
的
責
任
感
は
空
想
で
は
な
く
、
実
現
す
る
可
能
性
が
全
く

な
い
と
い
う
も
の
で
も
な
い
。
限
定
的
、
短
期
的
に
言
う
と
、

道
家
的
責
任
感
を
実
現
す
る
こ
と
は
全
く
可
能
な
の
で
あ
る
。

漢
時
代
の
初
め
、
文
景
の
時
代
に
、
い
わ
ゆ
る
「
蕭
規
曹
随
」

（
訳
者
注
：
前
の
人
が
や
っ
た
方
法
を
後
の
人
が
そ
の
ま
ま
踏
襲
す
る
こ

と
）
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
。
表
面
的
に
は
社
会
統
治
者
が
何
も

せ
ず
、
無
責
任
な
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
際
は
よ
り
高
く
て
深

い
思
索
と
追
求
が
あ
っ
た
。
西
洋
社
会
の
自
由
経
済
に
、
長
い

間
影
響
を
及
ぼ
し
た
自
由
放
任
（laissez-faire

）
理
論
も
道
家
の

無
為
に
し
て
治
む
に
近
い
も
の
が
あ
る
。
（
18
）

あ
る
家
庭
、
学
校
、

地
域
を
治
め
る
中
で
道
家
的
責
任
感
を
実
践
し
、
体
現
す
る
こ

と
は
可
能
で
あ
る
。
ま
し
て
や
、
あ
る
保
護
者
、
校
長
、
経
営

者
、
総
裁
、
大
統
領
は
、
す
で
に
弁
証
法
的
否
定
に
理
解
を
示

し
て
お
り
、
そ
の
指
導
法
は
、
無
為
に
し
て
為
さ
ざ
る
無
し
と

い
う
特
徴
に
比
較
的
近
づ
い
て
い
る
。
小
さ
な
範
囲
で
は
あ
る

け
れ
ど
も
、
あ
る
時
期
に
限
っ
て
、
道
家
的
責
任
感
を
実
現
さ

せ
る
こ
と
は
可
能
な
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
道
家

的
責
任
感
が
よ
り
多
く
の
人
々
に
理
解
さ
れ
、
受
容
さ
れ
れ
ば
、

よ
り
広
い
範
囲
で
、
こ
れ
を
実
現
さ
せ
る
こ
と
も
決
し
て
不
可

能
な
こ
と
で
は
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
と
き
、
社

会
と
人
類
の
恒
久
平
和
と
自
然
の
調
和
を
実
現
す
る
た
め
の
す

ぐ
れ
た
条
件
と
可
能
性
が
そ
な
わ
る
の
で
あ
る
。

訳
者
後
記

本
論
文
中
の
『
老
子
』
引
用
文
の
訓
読
に
つ
い
て
は
、
主
に

阿
部
吉
雄
他
著
『
老
子
（
新
釈
漢
文
大
系
）』
明
治
書
院
を
参
考
に

し
た
。
ま
た
帛
書
本
の
訓
読
に
つ
い
て
は
、
池
田
知
久
著
『
老

子
（
馬
王
堆
出
土
文
献
訳
注
叢
書
）
』
東
方
書
店
を
参
考
に
し
た
。

表
記
は
、
と
も
に
適
宣
改
め
た
。
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注（
１
）
こ
の
方
面
の
成
果
は
拙
著
『
老
子
古
今
』
を
参
照
さ
れ
た
い
。

北
京
、
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
。

（
２
）『
老
子
古
今
』「
序
論
二
」、
同
上
。

（
３
）『
新
唐
書
・
王
珪
薛
収
伝
賛
』
に
曰
く
：
「
観
太
宗
之
責
任
也
、

謀
斯
従
、
言
斯
聴
、
才
斯
奮
、
洞
然
不
疑
。
故
人
臣
未
始
遺
力
、

天
子
高
拱
、
操
成
功
、
致
太
平
矣
。（
太
宗
の
責
任
を
観
る
や
、

謀
は
斯
れ
従
い
、
言
は
斯
れ
聴
き
、
才
は
斯
れ
奮
い
、
洞
然
と

し
て
疑
わ
ず
。
故
に
人
臣
未
だ
始
め
よ
り
力
を
遺
さ
ず
、
天
子

高
く
拱
し
て
、
成
功
を
操と

り
、
太
平
を
致
す
）」。
こ
れ
は
唐
太

宗
が
人
を
選
び
、
人
を
用
い
、
人
を
信
じ
る
こ
と
に
長
け
て
い

た
こ
と
を
讃
え
る
も
の
で
、
そ
の
故
に
、
手
を
こ
ま
ね
い
て
何

も
し
な
く
て
も
天
下
太
平
に
な
る
と
い
う
境
地
に
至
っ
た
と
述

べ
て
い
る
。

こ
こ
で
の
「
責
任
」
は
人
に
職
務
や
職
責
を
担
当
さ
せ
る
と

い
う
意
味
で
、
動
詞
で
あ
る
。
現
在
言
う
と
こ
ろ
の
名
詞
の
責

任
と
は
異
な
る
。
名
詞
と
す
る
責
任
は
、
当
然
な
す
べ
き
こ
と

を
意
味
す
る
。
例
え
ば
、
司
馬
光
の
「
諫
西
征
服
疏
」
で
は

「
所
愧
者
聖
恩
深
厚
、
責
任
深
重
。（
愧
ず
る
と
こ
ろ
の
者
は
聖

恩
深
厚
、
責
任
深
重
な
り
）」
と
あ
る
。
こ
の
責
任
と
い
う
言

葉
の
含
意
は
現
代
漢
語
ま
で
引
き
継
が
れ
、
責
任
感
中
の
責
任

の
含
意
と
一
致
す
る
。

（
４
）
以
上
の
「
責
任
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
の
解
説
は
、
日
本
で

教
鞭
を
執
っ
て
い
る
陳
力
衛
教
授
の
提
供
に
よ
る
。
こ
こ
に
謝

意
を
表
し
た
い
。

（
５
）
老
子
の
信
念
は
マ
ズ
ロ
ー
の
理
論
の
中
で
裏
付
け
ら
れ
る
。
マ

ズ
ロ
ー
は
有
機
体
自
身
、
自
我
調
整
（self-reg

u
lation

）、
自

我
管
理
（self-g

ov
ern
m
en
t

）、
自
我
選
択
（self-ch

oice

）
の

志
向
性
を
も
つ
と
考
え
て
お
り
、
自
発
的
に
健
康
、
生
長
お
よ

び
生
物
的
意
義
で
の
成
功
を
選
択
し
て
い
る
と
す
る
。『
老
子

古
今
』
五
九
四
ペ
ー
ジ
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
６
）
こ
こ
の
原
文
は
帛
書
甲
乙
本
を
底
本
と
し
、
通
行
本
を
参
考
に

し
な
が
ら
校
訂
し
た
。
下
の
一
段
の
引
用
文
も
こ
れ
と
同
じ
で

あ
る
。

（
７
）
筆
者
は
「
聖
人
皆
孩
之
」
の
「
孩
」
と
い
う
文
字
を
意
動
用
法

と
し
て
読
む
。
す
な
わ
ち
、
通
説
と
異
な
り
、「
庶
民
を
子
供

と
み
な
し
」
と
す
る
。『
老
子
古
今
』
四
九
三
ペ
ー
ジ
を
参
照

さ
れ
た
い
。

（
８
）
六
十
五
章
で
も
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。「
夫
民
之
難
治
也
、

以
其
智
也
。
故
以
智
知
国
、
国
之
賊
也
；
以
不
智
知
国
、
国
之

徳
也
（
夫
れ
民
の
治
め
難
か
る
や
、
其
の
智
を
以
て
な
り
。
故

に
智
を
以
て
国
を
知
る
は
、
国
の
賊
な
り
、
不
智
を
以
て
国
を

知
る
は
、
国
の
徳
な
り
）」。
こ
の
意
味
も
、
社
会
の
統
治
者
は

民
と
才
知
を
比
べ
る
べ
き
で
は
な
く
、
純
朴
の
徳
を
以
て
天
下

の
模
範
と
な
る
べ
き
で
、
民
間
の
競
争
や
比
較
に
加
わ
ら
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
９
）
こ
れ
と
類
似
す
る
表
現
は
三
十
二
章
に
も
見
ら
れ
る
。「
道
恆

亡
名
、
朴
雖
微
、
天
地
弗
敢
臣
、
侯
王
如
能
守
之
、
万
物
将
自

賓
。
天
地
相
合
也
、
以
逾
甘
露
。
民
莫
之
令
而
自
均
安
（
道
は

恒
に
名
亡
し
、
朴
は
微
な
り
と
雖
も
、
天
下
敢
え
て
臣
と
せ
ず
。
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侯
王
如も

し
能
く
之
を
守
ら
ば
、
万
物
将
に
自
ら
賓
せ
ん
と
す
。

天
地
相
合
す
る
や
、
以
て
甘
露
を
逾い
た

し
、
民
は
之
に
令
す
る
莫

く
し
て
自
ら
均
安
し
）」

（
10
）
老
子
は
六
十
五
章
で
次
の
よ
う
に
説
く
。「
非
以
明
民
也
、
将

以
愚
之
也
（
以
て
民
を
明
ら
か
に
す
る
に
非
ず
、
将
に
以
て
之

を
愚
に
せ
ん
と
す
）」（
帛
書
本
）、
こ
の
「
愚
」
と
い
う
語
は

「
愚
弄
」
の
意
味
で
は
な
い
。

二
十
章
で
聖
人
は
「
我
愚
人
之
心
也
哉
、
沌
沌
兮
。
俗
人
皆

昭
昭
、
我
独
若
昏
（
我
は
愚
人
の
心
な
る
哉
、
沌
沌
た
り
。
俗

人
皆
昭
昭
た
る
も
、
我
独
り
昏
き
が
若
し
）」。
聖
人
は
自
分
も

「
愚
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
こ
こ
で
は
上
下
が
皆
純

朴
で
争
い
が
な
い
社
会
的
理
想
を
提
唱
し
て
お
り
、
愚
民
政
策

の
こ
と
で
は
決
し
て
な
い
。『
老
子
古
今
』
六
三
四
―
六
三
七

ペ
ー
ジ
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
11
）『
老
子
古
今
』
六
〇
八
ペ
ー
ジ
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
12
）
こ
の
よ
う
な
弁
証
法
的
否
定
は
現
実
の
生
活
の
中
で
よ
く
見
ら

れ
る
。
筆
者
が
本
稿
を
執
筆
す
る
際
、
前
世
紀
六
〇
年
代
香
港

総
督D

av
id
T
ren
ch

が
述
べ
た
次
の
よ
う
な
言
葉
を
目
に
し

た
。「
香
港
で
広
く
見
ら
れ
る
放
任
の
自
由
主
義
政
策
は
、
常

に
深
い
思
索
に
よ
る
決
定
に
も
と
づ
い
た
も
の
で
、
た
ん
に
脳

み
そ
と
意
志
の
麻
痺
で
は
な
い
」（
洪
清
田
「
放
任
自
由
と
積

極
的
不
干
渉
の
比
較
」、『
信
報
財
経
新
聞
』
二
〇
〇
六
年
十
一

月
十
一
日
付
、
七
ペ
ー
ジ
）。

深
い
思
索
と
熟
慮
を
経
た
放
任
無
為
と
何
も
す
る
こ
と
が
な

い
、
あ
る
い
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
と
い
う
よ
う
な
放
任
無
為

の
意
義
と
結
果
は
、
同
じ
も
の
と
し
て
語
る
わ
け
に
は
い
か
な

い
。

（
13
）
例
え
ば
、「
弗
為
而
已
、
則
無
不
治
矣
（
為
さ
ざ
る
の
み
、
則

ち
治
ま
ざ
る
こ
と
無
し
）」（
第
三
章
帛
書
本
）、「
天
地
所
以
能

長
且
久
者
、
以
其
不
自
生
、
故
能
長
生
。
是
以
聖
人
後
其
身
而

身
先
、
外
其
身
而
身
存
。
非
以
其
無
私
邪
。
故
能
成
其
私
（
天

地
の
能
く
長
く
且
つ
久
し
き
所
以
の
者
は
、
其
の
自
ら
生
き
ん

と
せ
ざ
る
を
以
て
な
り
。
故
に
能
く
長
生
な
り
。
是
を
以
て
聖

人
は
、
其
の
身
を
後
に
し
て
身
先
ん
じ
、
其
の
身
を
外
に
し
て

身
存
す
。
其
の
私
無
き
を
以
て
に
非
ず
や
。
故
に
能
く
其
の
私

を
成
す
）」（
第
七
章
）、「
是
以
聖
人
不
行
而
知
、
不
見
而
名
、

不
為
而
成
（
是
を
以
て
聖
人
は
、
行
か
ず
し
て
知
り
、
見
ず
し

て
名
づ
け
、
為
さ
ず
し
て
成
る
）」（
四
十
七
章
）、「
夫
唯
無
以

生
為
者
、
是
賢
於
貴
生
（
夫
れ
唯
だ
生
を
以
て
為
す
こ
と
無
き

者
は
、
是
れ
生
を
貴
ぶ
よ
り
賢ま
さ

れ
り
）」（
七
十
五
章
）、「
不
争

而
善
勝
（
争
わ
ず
し
て
善
く
勝
つ
）」（
七
十
三
章
）。

（
14
）
引
用
文
は
帛
書
本
を
底
本
と
す
る
通
行
本
の
校
訂
補
足
。

（
15
）
引
用
文
は
帛
書
本
を
底
本
と
す
る
傅
奕
本
の
校
訂
補
足
。

（
16
）
詳
し
く
は
『
老
子
古
今
』
四
六
―
五
九
ペ
ー
ジ
を
参
照
さ
れ
た

い
。

（
17
）
池
田
大
作
『
二
〇
〇
六
年
「
Ｓ
Ｇ
Ｉ
の
日
」
記
念
提
言

―
新

民
衆
の
時
代
へ
　
平
和
の
大
道
』
日
本
、
創
価
学
会
、
六
ペ
ー

ジ
。

（
18
）laissez-faire

と
い
う
語
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
思
想
家F

ran
cois

Q
u
esn
ay

が
、
老
子
の
「
無
為
而
治
」
の
思
想
を
翻
訳
す
る
た
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め
に
、
一
七
五
八
年
か
ら
使
い
始
め
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

『
老
子
古
今
』
四
四
九
ペ
ー
ジ
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
り
ゅ
う
　
し
ょ
う
か
ん
／
香
港
大
学
教
授
）

（
訳
・
お
お
え
　
へ
い
わ
／
東
洋
哲
学
研
究
所
委
嘱
研
究
員
）
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