
は
じ
め
に

兼
好
が
徒
然
草
十
三
段
に
自
ら
挙
げ
て
い
る
よ
う
に、
『
文
選』
『
白
氏
文

集』
な
ど
の
漢
詩
文
や
『
老
子』
r
荘
子』
な
ど
は
彼
の
愛
読
書
で
あ
っ
た

ょ
う
で
あ
る。
安
良
岡
康
作
氏
は

r徒
然
草
全
注
釈』
（
注一
）
に
お
い
て、

「
そ
の
創
造
活
動
の
地
盤
と
し
て、
兼
好
が、
意
躁
す
る
と
し
な
い
と
に
か

か
わ
ら
ず、
拠
り
所
と
し
た
文
学
的
伝
統
L

と
し
て、
r
中
国
の
古
典
の
影

響
L

を
も
提
示
さ
れ
て
い
る。
福
田
秀一
氏
（

注
二）、
久
保
田
淳
氏
（
注
三）

に
よ
る
徒
然
草
の
典
拠
研
究
に
お
い
て
も、
漢
箱
の
受
容
の
問
題
が
璽
視
さ

れ
て
い
る。
小
桜
で
は、
古
澤
未
知
男
氏
の
「
漢
緒
引
用
よ
り
見
た
徒
然
草

の一
考
察」
（
注
四）
と
い
う
論
文
を
踏
ま
え
て、
徒
然
草
に
お
け
る
老
荘

思
想
の
影
響
に
つ
い
て
再
度
検
討
し、
特
に
儒
家
思
想
と
道
家
思
想
両
方
の

受
容
が
見
え
る
章
段
を
中
心
に
考
え
て
い
き
た
い
と
思
う。

古
澤
氏
は
徒
然
草
に
お
け
る
漢
藉
引
用
の
状
況
を
個
別
に
検
討
さ
れ
た
上

で、
「
徒
然
草
に
お
け
る
漢
籍
引
用
は、
数
の
上
で
は
論
語
憎
家
グ
ル
ー
プ

が
圧
倒
的
に
多
く、
文
選・
文
集
グ
ル
ー
プ
こ
れ
に
次
ぎ、
老
荘
グ
ル
ー
プ

徒
然
草
に
お
け
る
漢
籍
の
受
容

は
意
外
に
少
い。
が
し
か
し
内
容
的
に
は
老
荘
思
想
（
老
荘
的
要
素）
が
殆

ん
ど
そ
の
主
流
碁
盤
を
な
し、
そ
れ
に
情
趣
風
流
が
あ
り、
更
に一
部
の
儒

家
思
想
（
備
家
的
要
素）
が
混
在
同
居
し
て
い
る」
と
述
べ
て
い
る。
備
家

と
道
家
の
思
想
が
同
時
に―
つ
の
章
段
の
中
に
見
受
け
ら
れ
る
と
い
う
古
澤

氏
の
指
摘
は
注
目
す
ぺ
き
も
の
で
あ
る
が、
小
稿
で
は、
氏
が
言
及
し
た
八

十
三
段
の
他
に、
新
た
に
百
九、
百
十、
百
三
十、
百
六
十
七
の
四
段
を
取

り
上
げ
て
検
討
し、
徒
然
草
に
お
け
る
価
家
と
道
家
思
想
の
混
在
の
具
体
的

な
様
相
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
て
い
る。

八
十
三
段
は
物
事
が
完
全
に
整
わ
な
い
と
こ
ろ
に
美
を
見
出
す
と
い
う
八

十
二
段
の
趣
旨
を
受
け
て、
太
政
大
臣
を
鐙
ま
ず
に
出
家
し
た
藤
原
公
衡
と、

そ
の
生
き
方
に
共
感
し
て
自
ら
も
太
政
大
臣
の
望
み
を
抱
か
な
か
っ
た
藤
原

実
泰
と
い
う
二
人
の
黄
族
の
処
世
に
つ
い
て
述
べ
た
段
で
あ
る。
彼
ら
の
生

き
方
は、
物
事
が
完
全
に
充
足
し
な
い
こ
と
を
よ
し
と
す
る
兼
好
の
美
意
識

に
適
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
が、
小
稿
で
は
偽
家
思
想
と
道
家

曹

景

ー
老
荘
思
想
を
中
心
に
1

恵
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思
想
の
受
容
の
面
か
ら
論
じ
た
い
と
思
う。

竹
林
院
の
入
逍
左
大
臣
殿、
太
政
大
臣
に
あ
が
り
給
は
む
に
は
何
の
と
ゞ

こ
ほ
り
か
お
は
せ
ん
な
れ
ど
も、
「
め
づ
ら
し
げ
な
し。
一
の
上
に
て
や
み

な
む」
と
て、
出
家
し
給
に
け
り。
洞
院
の
左
大
臣
殿、
此
こ
と
甘
心
し
給

て、
相
国
望
み
お
は
せ
ざ
り
け
り。
「
尤
竜
悔
あ
り」
と
か
や
い
ふ
こ
と
侍

な
り。
月
満
ち
て
欠
け、
物
盛
に
し
て
は
衰
ふ。
よ
ろ
．つ
の
こ
と、
先
の
つ

．
ま
り
ぬ
る
は
破
れ
に
近
き
道
な
り。
（
第
八
十
三
段）

兼
好
は
本
段
の
結
論
の
部
分
に
お
い
て、
備
家
の
五
経
のー
つ
で
あ
るr
易

経」
か
ら
「
冗
竜
悔
あ
り
L

の一
節
を
引
用
し
た。
だ
が、
本
段
に
窺
わ
れ

る
兼
好
の
物
の

考え
方
は、
儒
家
の
思
想
と
い
う
よ
り、
道
家
の
思
想
に
近

い
と
思
わ
れ
る。
「
尤
竜
悔
あ
り」
と
い
う
言
葉
は
儘
家
の
書
か
ら
の
引
用

で
あ
る
が、
天
高
く
昇
り
つ
め
た
竜
は
も
は
や
昇
る
余
地
が
な
く、
下
降
す

る
し
か
な
い
と
い
う
意
か
ら、
宮
貸、
栄
華
を
極
め
た
者
は
衰
亡
の
み
が
待
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
の
た
と
え
で、
こ
れ
は
む
し
ろ
老
子
の
説
＜
r
道」
の

在
り
方
に
見
ら
れ
る
「
物
事
は
盛
り
を
極
め
る
と
衰
え
る」
の
観
念
に
通
じ

て
い
る
と

考え
ら
れ
る。

「
道」
と
い
う
の
は、
老
子
思
想
の
中
心
で
あ
る。
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
そ

れ
に
従
っ
て
存
在
し
活
動
す
る
究
極
の
も
の
を、
老
子
は
r
道」
と
言
う。
r
老

子」
と
い
う
杏
物
は
全
編
が
「
道」
の
解
明
で
あ
る
と
も
言
え、
道
家
の
思

想
の
根
底
に
は
こ
の
「
道」
の
考
え
方
が
あ
っ
て
そ
れ
が
様
々
に
展
開
さ
れ

た
と
思
わ
れ
る。
そ
の
要
諦
を
言
い
尽
く
す
こ
と
は
甚
だ
困
難
で
あ
る
が、

こ
こ
で
は

r老
子』
第
四
十
章
に
見
ら
れ
る
r
反
者
道
之
動、
弱
者
道
之
用」

と
い
う一
節
に
注
目
し
て
考
え
て
み
た
い。
老
子
は
そ
こ
で、
自
然
界
の
万

物
は
「
反」
と
い`

2退
の
動
の
法
則
に
従
っ
て
巡
動
し
て
い
る
と
説
い
て
い

るo
r
反」
と
い
う
の
は
根
源
に
立
ち
返
ろ
う
と
す
る
復
帰
の
意
を
表
す一

方
で、
物
事
が
反
対
の
方
向
に
発
展
す
る
と
い
う
意
を
も
示
す
（
注
五）。

ま
た、
老
子
は
「
有
無
相
生．．
 ，、
難
易
相
成、＇、
長
短
相
形．．
 
、、
高
下
相
傾
11、

音
声
相
和シ、
前
後
相
随
ご
（
第
二
章）
と、
す
べ
て
の
現
象
は
対
立
の
状

態
の
下
に
形
成
さ
れ
る
と
理
解
し
て
い
る
が、
「
禍

9

分、
福
之
所レ
椅
Jl
o

福ハ
分、
禍
之
所
ナ
リ
レ
伏
ス」
（
第
五
十
八
章）
の
ご
と
く、
そ
の
対
立
の

状
態
は
つ
ね
に
互
い
に
転
化
す
る
も
の
で
あ
り、
逍
の
動
き
は
循
環
で
あ
る

と
説
い
て
い
る。
そ
し
て、
「
翡一
欲
七パ
畝メ
ン
ト

l

レ
之
ヲ、
必ズ
固
ラ
ク
張ル

レ
之
ヲ。

ぎ
欲
七
＂
弱
メン
トー
レ
之
？

唸
固
ラ
ク
強
ク
げ
之
ヲ。
将
l—
欲

セパ
窟
七
ン
トー
レ
之
ヲ、
必ズ
固
ラ
ク
輿
げ
之
ヲ。

翡一
欲
七
パ
奪ハ
ン
トー
レ
之
？‘

唸
固
ラ
ク
輿フ
レ
之
ラ。
是
ヲ
謂フー

る竺
明
卜」
（
第
三
十
六
章）
と、
r
物
極

必
反」
r
盛
者
必
衰」
と
い
う
自
然
界
の
理
法
を
心
得
ね
ば
な
ら
な
い
と
訴

え
て
い
る。
こ
の
物
の
完
全
と
い
う
こ
と
を
忌
み、
完
全
を
衰
退
の
第一
歩

と
し
て
恐
れ
る
と
い
う
考
え
方
は、
『
易
経
J

や
『
史
記』
な
ど
の
典
籍
に

も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
が
（
注
六）、
第
八
十
三
段
に
お
け
る
兼
好
は、
憫

家
の
著
曾
と
さ
れ
る

r易
経』
の
中
か
ら
道
家
に
よ
り
近
い
「
冗
竜
悔
あ
り」

の
精
神
を
見
出
し
た
と
理
解
さ
れ
る。
「
月
満
ち
て
欠
け、
物
盛
に
し
て
は

衰
ふ。
よ
ろ
．つ
の
こ
と、
先
の
つ
ま
り
ぬ
る
は
破
れ
に
近
き
遊
な
り」
と
述

べ
た
兼
好
の
処
世
観
の
根
底
に
は、
老
子
が
謂
う
「
反
者
道
之
動」
の
理
法

に
適
う
道
家
思
想
の
受
容
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る。
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道
を
知
れ
る
教へ、
身
を
治
め、
国
を
保
た
ん
道
も、
又
し
か
な
り。
（
第

次
は、
百
九、
百
十
段
を
併
せ
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う。

高
名
の
木
登
り
と
云
し
男、
••
…•
い
と
危
う
く
見
え
し
ほ
ど
は
言
ふ
こ
と

も
な
く
て、
下
る、
時
に、
軒
長
ば
か
り
に
成
て、
「
誤
ち
す
な。
心
し
て

下
り
よ」
と
言
葉
を
掛
け
侍
り
し
を、
・・・・・・
「
そ
の
こ
と
に
候。
目
く
る
ま

き、
枝
危‘
？さ
ほ
ど
は、
を
の
れ
が
恐
れ
侍
れ
ば、
申
さ
ず。
誤
ち
は
や
す

き
所
に
な
り
て、
か
な
ら
ず
つ
か
ま
つ
る
こ
と
に
候」
と
言
ふ。

あ
や
し
の
下
服
な
れ
ど
も、
聖
人
の
戒
め
に
叶へ
り。
鞠
も、
か
た
き
所

を
蹴
出
し
て
の
ち、
や
す
く
思
へ
ば、
か
な
ら
ず
落
つ
る
と
侍
る
や
ら
む。（
第

百
九
段）

双
六
の
上
手
と
云
し
人
に・・・・・・
「
勝
た
ん
と
打
つ
ぺ
か
ら
ず。
負
け
じ
と

打
つ
ぺ
き
な
り。
．．．．．．
 一
目
な
り
と
も
迷
く
負
く
ぺ
き
手
に
就
く
べ
し」
と

言
ふ。

百
十
段）

百
九
段
に
お
い
て、
「
誤
ち
は
や
す
き
所
に
な
り
て、
か
な
ら
ず
つ
か
ま

つ
る
こ
と
に
候」
と
い
う
木
登
り
の
名
人
の
言
薬
を
兼
好
は
r
聖
人
の
戒
め

に
叶
へ
り」
と
評
価
し
て
い
る。
こ
の
r
型
人
の
戒
め」
に
つ
い
て、
『
寿

命
院
抄』
以
来
の
諸
注
釈
嘗
は
『
易
経』
繋
辞
下
に
見
え
る
「
子
日ク°
危

フシトスル
者ハ、
安ラカニ
スル-

士ぢ
位ヮ一
者
也。
亡ピン
トスル
者ハ、
保ッ＿＿

其ノ
存ヮ＿
者
也。
乱レン
トスル
者ハ、
有ッニ
其ノ
治ヲ一
者
也。
是ノ
故-_o

君
子ハ
安ケレドモ
而
不レ
忘レ
危フキ。
存スレ
ドモ
而
不レ
忘レ
亡
ブル°
治

マレドモ
而
不レ
忘レ
ilLルル。
是

忽吟、
身
安クシ
テ。
而
国
家
可キレ
保ッ
也」

と
い
う
孔
子
の
言
葉
を
引
く。
続
く
百
十
段
で
は、
同
じ
よ
う
に―
つ
の「
道」

を
極
め
た
人
物
と
し
て
双
六
の
名
人
の
「
勝
た
ん
と
打
つ
べ
か
ら
ず。
負
け

じ
と
打
つ
べ
き
な
り」
と
い
う
発
言
が
紹
介
さ
れ
て
い
る。
こ
の
言
葉
に
感

心
し
た
兼
好
は、
「
道
を
知
れ
る
教
へ、
身
を
治
め、
国
を
保
た
ん
道
も、

又
し
か
な
り」
と
感
想
を
述
べ
た
が、
そ
の
兼
好
の
感
想
に
つ
い
て、
『
文

と
と
の
ふ

段
抄」
は
「
我
手
ま
へ
を
つ
、
し
む
事
大
学
の
身
治ェ
而
后
家
斉
。
家
斉

テ
而
后ーー
国
治ル
と
い
へ
る
理
な
り」
と
述
べ
て
い
る。
ま
た、
橘
純一
氏

も
「
前
段
に
「
型
人
の
い
ま
し
め
に
か
な
へ
り」
と
い
い、
こ
こ
で
は、
治

＾
マ
マ
）

国
平
天
下
の
道
も
同
様
だ
と
い
っ
て
あ
る
に
よ
っ
て
も、
こ
の
「
道」
が
備

マ
マ

教
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
疑
な
い」
と
説
い
て
い
る
（
注
七）。
確
か
に、

百
十
段
は
双
六
の
上
手
の
人
の
言
菜
か
ら
修
身
治
国
の
道
に
通
ず
る
教
訊
を

感
得
す
る
章
段
で
あ
り、
前
段
と
合
わ
せ
て
読
む
と
『
易
経」
の
「
是
以、

身
安。
而
国
家
可レ
保」
と
い
う
文
酋
を
そ
の
最
後
の一
節
に
引
き
付
け
て

考
え
る
こ
と
は
ご
く
自
然
な
理
解
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
0

ま
た、
治
国
修
身

の
「
道」
を
説
く
の
で
あ
れ
ば、
r
大
学」
の
著
名
な一
節
を
引
い
て
儒
家

が
い
う
「
修
身
斉
家
治
国
平
天
下」
の
経
国
の
道
（
注
八）
を
頭
に
思
い
浮

か
べ
る
の
も
自
然
な
過
程
で
あ
る。

だ
が、
百
九
段
の
論
旨
を
あ
ら
た
め
て
検
討
し
て
み
る
と、
物
事
が
顧
開

に
進
み、
危
機
を
脱
し
た
時
に
こ
そ
思
い
掛
け
な
い
障
害
が
生
ず
る
恐
れ
が

あ
り、
よ
り
慎
重
に
取
り
扱
わ
な
く
て
な
ら
な
い
と
説
く
兼
好
の
考
え
方
に
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は、
八
十
三
段
に
つ
い
て
述
べ
た
の
と
同
じ
く、
「
禍
分、
福
之
所レ
悔。

福
分、ぶ．
禍
之
所レ
伏」
と
い
う
道
家
の
自
然
界
の
理
法
の
受
容
が
あ
る
と
考

え
ら
れ
る。
そ
れ
か
ら、
一
見
同
じ
こ
と
を
言
い
か
え
る
も
の
の
よ
う
に
見

え
る
「
勝
た
ん」
と
「
負
け
じ」
と
い
う
言
葉
の
用
い
ら
れ
方
を
再
吟
味
し

て
み
る
と、
「
遅
く
負
く
べ
き
の
手」
に
つ
く
の
が
よ
い
と
い
う
双
六
の
名

人
の
発
言
に
は、
物
事
に
は
す
ぺ
て
正
反
対
立
す
る
面
が
あ
り、
そ
の
両
者

が
転
化
循
環
す
る
の
で
あ
る
と
い
う
「
動
L

の
観
念
を
誼
視
し
た
上
で、
物

事
の
裏
面
の
作
用
に
よ
っ
て
こ
そ
正
面
の
作
用
が
捉
え
ら
れ
る
と
い
う
老
子

思
想
の
投
影
が
窺
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
（
注
九）。
目
の
前
の
利
益
だ
け

目
に
入
り
が
ち
の一
般
人
に
対
し
て、一
見
消
極
的
で
あ
る
か
に
見
え
る「
不

争」
「
無
為」
「
柔
弱」
「
処
下」
な
ど
を
主
張
し
て
い
る
老
子
は
「
曲→し／

則チ
全ク、
狂ナレパ
則チ
直シ」
（
第
二
十
二
章）
と
述
べ、
あ
ら
ゆ
る
現
象

の
裏
面
を

把握
す
れ
ば
こ
そ
積
極
的
な
効
果
が
自
ず
か
ら
現
れ
る
と
語
っ
て

い
る
の
で
あ
る。
「
勝
た
ん
と
打
つ
べ
か
ら
ず。
負
け
じ
と
打
つ
べ
き
な
り」

と
い
う
双
六
の
名
人
の
酋
葉
も
消
極
的
な
考
え
方
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
が、

こ
の
r
負
け
じ」
の
心
掛
け
あ
れ
ば
こ
そ
袖
断
せ
ず
に
行
動
し、
最
後
に
「
勝

ち」
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る。
相
手
を
攻
撃
す
る
よ
り
も
ま
ず
自
身
の
守
備

を
誼
視
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
双
六
の
名
人
の
教
え
と、
物
事
の
裏
面
の
本

質
に
着
目
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
説
い
た
老
子
思
想
と
は、
そ
の
根
底
の
と

こ
ろ
で
は
よ
く
通
じ
合
う
と
こ
ろ
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る。

双
六
の
名
人
の
教
訓
を、
前
段
に
言
う
「
聖
人
の
い
ま
し
め」
に
あ
た
る

r易
経』
の
r
危
者、
安＿一
其
位一
者
也。
亡
者、
保＿

l

其
存

l

者
也」
云
々

の
文
首
と
比
較
し
て
み
る
と、
「
袖
断
大
敵」
を
語
る
内
容
が
共
通
す
る
の

み
な
ら
ず、
と
も
に
道
家
的
な
要
素
を
見
出
す
こ
と
が
可
能
で
は
あ
る
が、

r
大
学』
に
提
唱
さ
れ
た
修
身
斉
家
治
国
平
天
下
の
考
え
方
と
は
大
き
な
隔

た
り
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る。
従
来
の
注
釈
掛
は
恐
ら
く
『
易
経」
の
「
是

以、
身
安。
而
国
家
可レ
保
也」
の
文
言
を
念
頭
に
匝
き
な
が
ら、
百
十
段

最
後
の一
節
を、
ほ
ぽ
同
じ
よ
う
な
論
の
展
開
を
示
す
百
七
十一
段
に
見
ら

れ
る
「
世
を
保
た
ん
道
も
か
く
や
侍
ら
ん」
云
々
の
憐
家
的
な
経
国
思
想
と

一
緒
に
考
え
て
し
ま
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か。
百
十
段
で
双
六
の
名
人
の

「
道
を
知
れ
る
教
へ」
に
同
感
し
て、
身
を
修
め
国
を
治
め
る
道
も
そ
う
で

あ
る
と
説
い
た
兼
好
が、
前
段
に
言
う
「
聖
人
の
戒
め」
で
あ
る
『
易
経』

の
文
言
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
可
能
性
は
少
な
く
な
い
と
予
想
さ
れ
る
が、

そ
の
考
え
の
根
底
に
は
む
し
ろ
常
に
物
事
の
衷
面
を
重
視
す
る
老
荘
思
想
の

影
響
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る。

物
に
争
は
ず、
を
の
れ
を
托
げ
て
人
に
従
ひ、
我
身
を
後
に
し
て、
人
を

先
に
す
る
に
は
し
か
ず。

…
…
人
に

本意
な
く
思
は
せ
て、
わ
が
心
を
慰
め
ん
こ
と、
徳
に
背
け
り。

む
つ
ま
し
き
中
に
戯
る、
も、
人
を
は
か
り
あ
ざ
む
き
て、
を
の
れ
が
智

の
勝
り
た
る
こ
と
を
興
と
す。
是
又、
礼
に
あ
ら
ず。
さ
れ
ば、
初
め
興
宴

よ
り
起
こ
り
て、
長
き
怨
を
結
ぶ
た
ぐ
ひ
多
し。
是
皆
争
ひ
を
好
む
失
な

り。
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人
に
勝
た
む
こ
と
を
思
は
ば 、
たゞ

学
問
し
て 、
そ
の
智
を
人
に
ま
さ
む

．
と
思
ふ
べ
し 。
道
を
学
ぶ
と
な
ら
ば 、
菩
を
誇
ら
ず 、
輩
に
詳
べ
か
ら
ず
と

い
ふ
こ
と
を
知
る
べ
き
ゆ
へ
な
り 。
大
き
な
る
職
を
も
辞
し 、
利
を
も
捨
つ

侑
は 、
たゞ

学
問
の
力
な
り 。

（
第
百
三
十
段）

「
物
に
争
は
ずL
-H
々
で
は
じ
ま
る
冒
頭
の一
節
は 、
よ
く
『

論
語』
八

篇
の
「

子
日
く 、
君
子
は
争
ふ
所
無
し」
に
よ
っ
た
と
理
解
さ
れ 、
『

諸

．
注
集
成』
も
こ
れ
を
挙
げ
て
い
る 。
だ
が 、
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
る
と 、

孔
子
の
言
葉
の
全
体
は
「

君
子ハ
無ンレ
所レ
争フ 、
必ズ
也
射
乎。
揖
譲、ン
テ

而
升
下．ン、
而シテ
飲マ

シム 、
其ノ
争
也
君
子」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て 、

こ
の
章
段
に
説
く
と
こ
ろ
と
は
大
い
に
違
っ
て
い
る 。
む
し
ろ 、
表
現
の
上

で
の一
致
は
そ
れ
ほ
ど
顕
著
で
は
な
い
が 、
「

是
皆
争
ひ
を
好
む
失
な
り」

と
競
争
の
弊
害
に
つ
い
て
説
い
た
本
段
の
主
旨
は 、
老
子
が
言
う
「

不
争」

の
徳
に
似
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る 。
老
子
は
上
窟
第
八
章
に「
上

普ハ
若シレ
水ノ。
水
善ク
利 、ンテ一＿
腐
物ッ一
而
不レ
争 、
虞ル――
衆
人
之
所――

ー
レ
悪ム、
故
-

l

幾ンニ
於
道―-- ‘
・・・・・・

夫レ
唯
不レ
争 、
故＿一
無ンレ
尤」
と 、

「
不
争」
の
徳
を
説
き 、
更
に
そ
れ
を
踏
ま
え
て
第
二
十
二
章
に
「

曲

ナレパ
則チ
全ク、
在ナレパ
則チ
直ーン。
．．．．．．

 是ヲ
以ーア
聖
人ハ
抱キ
こ

？ ‘
為

ル＿一
天
下ノ
式トー。
不ーー
自ラ
見＿、
故
ぷ明ラカニ
ナリ。

不ーー
自ぅ
是一、
故―

彰ヵナリ。
不ーー
自，

竺、
故ーー
有リレ
功。
不二
自ラ
衿＿、
故二
長タリ。
夫

レ
唯
不レ
争 、
故ーー
天
下
葵シ―ー
能ク
輿レ
之
争フー。
古
之
所
即
曲ナレバ
則チ

全シ
者、
盤
虚
言ナラン
哉。
誠
ぷ―クシテ
而
蹄スナ
訊
之ヮ」
と 、
へ
り
く
だ
っ

た
態
度
で
い
る
聖
人
の
姿
を
描
い
て
い
る 。
ま
た 、
r

老
子」
下
篇
第
六
十

六
章
に
「

江
海ノ
所――

F竺品吟
為
乏日
谷
之
王タル＿
者ハ、
以テナリーー
其ノ

善ク
下ルワー
レ
之二
0

故一

盃吟
為
竺ー
百
谷ノ
王卜＿。
是ヲ
以テ
聖
人
欲セパ
レ

上タラン
此
民二、
必ズ
以テレ
蓄】ヲ
下ルレ
之

1

-。
欲七パ
レ
先ンゼン

トレ
民—ー。

必ズ
以テレ
身ヲ
後ルレ
之
l」

と
述
べ 、
第
六
十
七
章
に
「

夫レ
我ー
五＂リ
乞一

叉。
持シテ
而
賽卜
げ
之ヲ。
一

ーー
曰ク
慈、
二

1

伝1
ク

倹、
三

1一
日ク
不_-_

敢テ
為
戻
下ノ
先 卜＿ o
．．．．．．

 否―
敢

ぷ竺
天
下ノ
先 卜＿。
故ー

ぷ吟
成スニ

器
長 "-」
と
あ
る
の
も 、
徒

然
草
の
「

我
身
を
後
に
し
て 、
人
を
先
に
す

る
に
は
し
か
ず」
と
い
う
主
張
と
内
容
的
に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
理
解

し
て
よ
い
で
あ
ろ
う 。

本
段
の
結
論
部
に
お
い
て 、
兼
好
は
人
に
勝
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば 、
た
だ

学
問
の
道
に
進
む
べ
き
で
あ
る
と
説
く 。
そ
の
「

菩
を
誇
ら
ず」
と
は
『

論

語』
公
冶
長
の
頻
回
の
「

願ハ
クハ

無クレ
伐ルn

トレ
菩＿＿、
無カラン

トレ
施

スn
トレ

労，」
に
拠
る
文
言
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ 、
『

罪
抄
大
成』
の
浅
香

山
井
は
「

山
案 、
此
段
わ
ず
か
の
文
句
の
中
に
仁
義
礼
智
信
の
五
常
を
説
て

人
の
教
と
な
せ
り」
と
述
べ
て
い
る 。
ま
た
兼
好
は 、
人
に
勝
と
う
と
す
る

こ
と
を
否
定
す
る
根
拠
と
し
て 、
そ
れ
が
徳
に
背
き
礼
を
失
う
こ
と
に
繋
が

る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
も
い
る 。
本
段
の
最
後
の一
文
「

大
き
な
る
戦

を
も
辞
し 、
利
を
も
捨
つ
る
は 、
たゞ

学
問
の
力
な
り」
に
つ
い
て 、
『

野
槌』

は
r

孟
子
の
斉
卿
の
位
を
辞
し
万
錘
の
禄
を
う
け
ず一
百
の
兼
金
を
と
ら
ざ

る
の
類
也」
と
述
べ 、
『

文
段
抄』
で
は
「

大
な
る
官
戟
利
徳
な
ど
は
人
の

あ
ら
そ
ひ
望
む
事
な
れ
ど
も 。
我
に
ま
さ
れ
る
賢
人
あ
れ
ば 、
我
官
載
を
も

辞
退
し
て
ゆ
づ
り 。
君
子
は
争
は
ざ
る
義
を
し
れ
は 。
利
徳
を
も
捨
て
と
ら
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さ
る
た
ぐ
ひ
世
に
あ
る
は
皆
学
問
の
力
に
よ
り
て
仁
義
礼
譲
を
し
る
ゆ
ゑ
な

り。．．．、．．．
 」
と
説
い
て、
そ
れ
を
あ
く
ま
で
も
備
家
か
ら
の
影
響
と
見
て
い
る。

し
か
し
な
が
ら、
「
善
を
誇
ら
ず、
競
に
詳
べ
か
ら
ず」
と
い
う一
節
に

つ
い
て
は、
前
述
し
た
よ
う
に
r
老
子』
第
二
十
二
章
に
も
ほ
ぼ
同
様
の
論

旨
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て、
r
論
語」
の
文
言
を
引
用
し
た
か
ら
と
言
っ
て、

必
ず
し
も
慨
家
思
想
だ
け
を
受
け
入
れ
た
と
は
限
ら
な
い
と
思
わ
れ
る。
ま

た、
従
来
の
注
釈
奢
に
は
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
が、「
大
き
な
る
戟
を
も
辞
し」

と
い
う
件
り
に
つ
い
て
は、
第一
節
で
取
り
上
げ
た
八
十
三
段
と
関
わ
る
と

こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る。
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に、
八

十
三
段
は
藤
原
公
衡
と
藤
原
実
泰
が
太
政
大
臣
に
昇
進
す
る
望
み
を
抱
か
な

か
っ
た
と
い
う
話
で
あ
り、
兼
好
は
そ
れ
を
「
先
の
つ
ま
り
ぬ
る
は
破
れ
に

近
き
逍
な
り
L

と
い
う
言
莱
で
締
め
く
く
っ
て
い
る。
藤
原
公
衡
は、
鎌
倉

時
代
に
関

東申次
と
し
て
権
勢
を
密っ
た
西
図
寺
家
の
嫡
流
を
継
ぐ
人
物
で

あ
り、
公
経
か
ら
父
実
兼
に
至
る
ま
で
父
祖
四
代
に
わ
た
っ
て
太
政
大
臣
に

昇っ
て
い
る。
公
衡
自
身
も
若
年
よ
り
父
を
援
け
て
政
務
の
枢
要
に
携
わ
り、

自
ら
も
関
東

申次
を
務
め
る一
方
で、
朝
廷
の
要
職
を
占
め
て
左
大
臣
に
ま

で
至
っ
た。
彼
の
日
記
r
公
衡
公
記」
は
鎌
倉
後
期
の
公
武
関
係
史
を
知
る

上
で
の一
等
史
料
で
あ
る
が、
そ
の
別
記
に
は
宮
中
で
の
儀
式
典
礼
の
作
法

や
故
実
に
つ
い
て
の
詳
細
な
記
事
が
残
さ
れ
て
い
る。
こ
の
よ
う
に、
公
衡

は
有
職
故
実
に
精
通
し、
一
級
の
廷
臣
と
し
て
の
学
識
を
充
分
に
備
え
た
人

物
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が、
そ
の
公
衡
が
太
政
大
臣へ
の
望
み
を
抱
か

ず
出
家
し
た
と
い
う
経
緯
は、
ま
さ
に
百
三
十
段
に
言
う
「
大
き
な
る
識
を

一
道
に
携
は
る
人、
あ
ら
ぬ
道
の
筵
に
臨
み
て、
「
あ
は
れ、
我
が
道
な

ら
ま
し
か
ば、
か
く
よ
そ
に
見
侍
ら
じ
物
を」
と
言
ひ、
心
に
も
思
へ
る
こ

と、
常
の
事
な
れ
ど、
よ
に
悪
く
党
ゆ
る
な
り。
知
ら
ぬ
道
の
羨
ま
し
く
覚

え
ば、
「〔
あ
な
羨
ま
し、〕
な
ど
か
習
は
ざ
り
け
む」
と
言
ひ
て
あ
り
な
む。

四

辞
し」
に
相
当
す
る。
そ
し
て、
兼
好
は
そ
の
「
大
き
な
る
職
を
辞
し」
と

い
う
振
舞
を
「
学
問
の
力」
に
よ
る
と
説
い
て
い
る
の
で
あ
り、
八
十
三
段

に
述
べ
た
公
衡
の
辞
職
と
出
家
に
つ
い
て
も、
彼
の
学
識
が
そ
の
背
景
に

あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う。
つ
ま
り、
八
十
三
段
の
内

容
と
合
わ
せ
て
百
三
十
段
に
言
う
「
学
問」
の
内
容
を
把
握
す
る
な
ら
ば、

そ
れ
は
諸
注
釈
曹
が
説
く
が
ご
と
き
憐
酋
を
意
味
す
る
の
み
な
ら
ず、
「
月

満
ち
て
欠
け、
物
盛
に
し
て
は
衰
ふ。
よ
ろ
づ
の
こ
と、
先
の
つ
ま
り
ぬ
る

は
破
れ
に
近
き
道
な
り」
と
い
う
考
え
方
と
同
趣
旨
の
内
容
を
主
張
す
る
道

家
の
思
想
を
も
包
摂
し
て
い
た
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る。
本
段
は一
見、

「
人
に
勝
た
む
こ
と
を
思
は
ば、
たゞ

学
問
し
て
L

と
儒
家
的
な
学
問
観
を

説
い
て
い
る
よ
う
で
は
あ
る
が、
兼
好
の
言
う
「
学
問」
の
範
囲
に
は
道
家

の
思
想
ま
で
も
含
ま
れ
て
い
た
と
理
解
す
べ
き
で
あ
り、
r
な
ぐ
さ
み
草」

に
r
此
段
は
儒
釈
道
三
教一
致
の
段
也」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に、
こ
の
章

段
に
は
侶
家
と
道
家
の
両
方
の
思
想
が
見
出
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る。
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人
と
し
て
は、
善
に
誇
ら
ず、
物
と
争
は
ざ
る
を
徳
と
す。
他
に
勝
る
事

．
あ
る
は、
大
な
る
失
な
り。
品
の
高
き
に
て
も、
オ
芸
の
す
ぐ
れ
た
る
に
て

も、
先
祖
の
誉
れ
に
て
も、
人
に
勝
れ
り
と
思
へ
る
人
は、
た
と
ひ
言
葉
に

出
で
て
言
は
ね
ど
も、
内
心
に
そ
こ
ば
く
の
咎
あ
り。
慎
み
て
是
を
忘
る
べ

し。
お
こ
に
も
見
え、
人
に
も
言
ひ
消
た
れ、
災
ひ
を
も
招
く
は、
〔
只〕

こ
の
慢
心
也。

・
一
道
に
も
ま
こ
と
に
長
じ
ぬ
る
人
は、
：・・・・
心
ざ
し
常
に
満
た
ら
ず
し
て、

〔
つ
ゐ
に〕
物
に
誇
る
こ
と
な
し。
（
第
百
六
十
七
段）

百
六
十
七
段
は、
r
論
語』
顔
回
の
言
「
無
伐
善」、
r
礼
記」
の
「

志．

不レ
可レ
満タス。
楽、ンミ
不レ
可レ
極ム」
を
引
用
し
て、
人
間
は
謙
虚
で
な

く
て
は
い
け
な
い、
競
争
心
を
持
つ
べ
き
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る。
ま
た、

冒
頭
部
分
に
お
い
て
専
門
家
が
自
分
の
専
門
外
の
座
に
出
た
と
き
の
振
舞
を

め
ぐ
っ
て`
「
知
ら
ぬ
道
の
羨
ま
し
く
覚
え
ぱ‘
r
な
ど
か
習
は
ざ
り
け
む』

と
言
ひ
て
あ
り
な
む」
と
述
べ
て
い
る
の
は、
r

論
語』
為
政
篇
に
見
え
る「
知

げ
之ッ
為ン
レ
知ル
トレ
之ヮ。
不レ
知
為
げ
不レ
知卜。
是レ
知ル
也」
と
い

う
文
言
と
も
共
通
点
を
有
し
て
い
る。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
自
ら
自
分
の
不

十
分
さ
を
知
る
こ
と
の
璽
要
さ
を
語
っ
た
も
の
で
あ
り、
慢
心
を
戒
め
る
こ

と
を
主
題
と
す
る
佃
家
的
章
段
で
あ
る
と
見
ら
れ
て
い
る。
し
か
し
な
が
ら、

そ
の
「
他
に
勝
る
事
あ
る
は、
大
な
る
失
な
り」
と
い
う
主
張
に、
荘
子
の

「
無
用
之
用」
と
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か、
と
私
は
思
う。

「
無
用
之
用」
と
は
物
事
の
有
用
性
を
尊
ぶ
と
い
う
世
俗
的
価
値
の
顛
倒

で
あ
り、
r
老
子』
か
ら
引
き
維
い
だ
乱
世
に
処
す
る
荘
子
の
生
き
方
で
あ

る
と
さ
れ
る。
『
荘
子」
逍
遥
遊
に
お
い
て、
荘
子
は
恵
子
と
の
会
話
を
通

じ
て、
世
俗
の
人
は
目
前
の
役
に
立
つ
こ
と
だ
け
を
考
え
勝
ち
で
あ
る
が、

そ
れ
は
単
に
物
事
の
実
用
性
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て、
こ
の
世

俗
の
有
用
さ
を
超
え
る
無
用
な
る
も
の
の
有
用
さ
を
知
ら
な
い
か
ら
だ
と
説

き、
「
真
の
用
j

を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
世
俗
の
人
間
た
ち
を
非
難

し
た
（
注
十）。
「
真
の
用」
と
は
乱
世
に
お
け
る
人
間
の
真
の
生
き
方
を
助

け
る
も
の
で
あ
り、
荘
子
は
人
間
世
に
お
い
て、
社
採
と
商
丘
の
大
木
と
支

離
疏
の
三
つ
の
寓
話
を
以
っ
て
「
真
の
用」
の
意
義
を
詳
し
く
説
明
し
て
い

る
（
注
十一
）。
ま
ず、
世
間
に
お
い
て
無
用
で
役
に
立
た
な
い
も
の
と
さ

れ
る
社
の
神
木
の
採
樹
は、
役
に
立
た
な
い
か
ら
こ
そ
天
寿
を
全
う
で
き
る

こ
と
を
語
り、
世
俗
の
人
間
が
あ
ら
ゆ
る
価
値
づ
け
の
根
拠
と
す
る
世
間
的

有
用
性
が
「
自
由
な
生」
に
お
い
て
は
無
用
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し

つ
つ、
真
の
有
用
性
が
却
っ
て
世
間
的
な
無
用
性
の
中
に
こ
そ
あ
る
こ
と
を

明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る。
ま
た、
材
木
と
し
て
の
価
値
が
乏
し
い
た
め
に

伐
ら
れ
た
り
危
害
を
加
え
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
の
な
い
商
丘
の
大
木
の
説
話

も
同
じ
趣
旨
の
話
で
あ
る。
さ
ら
に、
支
離
疏
と
い
う
世
に
も
醜
い
片
輪
者

が
自
己
本
来
の
生
を
全
う
す
る
こ
と
を
述
べ
て、
世
俗
の
見
地
か
ら
の
有
用

と
い
う
こ
と
に
と
ら
わ
れ
ず
に
生
き
る
こ
と
こ
そ、
超
越
者
が
乱
世
に
お
い

て
身
を
全
う
で
き
る
唯一
の
道
で
あ
る
こ
と
と
説
く。
そ
し
て、
最
後
は「
山

木ハ
自ラ
寇シ
也、
膏
火ハ
自ーフ
煎ク
也。
桂ハ
可シレ
食ス。
故――
伐ル
レ
之ヲ゚

漆
奇`ンレ
Jllフ°
故ハ
割クレ
之ヲ。
人ハ
皆
知ルモーー
有
用
之
用ヲ一、
而
莫シ

レ
知ル
1一
無
用
之
用ヲ一
也」
と
説
い
て、
真
に
有
用
な
も
の
は
世
俗
的
有
用
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と
は
む
し
ろ
対
立
す
る
価
値
で
あ
っ
て、
批
俗
的
に
無
用
の
も
の
こ
そ
真
に

有
用

であ
る
と
い
う
結
論
を
導
き
出
し、
有
用
性
の
み
を
追
う
当
世
の
功
利

主
義
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る。

有
用
の
存
在
は
有
用
と
い
う
価
値
に
束
縛
さ
れ
て
真
に
自
由
に
生
き
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
の
荘
子
の
論
に、
兼
好
も
共
感
を
持
ち、
百
六
十

七
段
の
「
他
に
勝
る
事
あ
る
は、
大
な
る
失
な
り」
と
い
う
考
え
に
到
達
し

た
と
思
わ
れ
る。
つ
ま
り、
荘
子
の
「
桂
可レ
食。
故
伐レ
之。
漆
可レ
用。

故
割レ
之」
に
よ
る
「
無
用
の
用」
の
概
念
を
理
解
し
た
上
で、
兼
好
は
「
勝

る
事」
そ
の
も
の
の
「
有
用
さ」
に
と
ら
わ
れ
て
害
を
蒙
り
煩
い
を
招
き、

自
由
の
身
を
全
う
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を、
「
他
に
勝
る
事

あ
る
は、
大
な
る
失
な
り」
と
い
う一
文
に
表
し
た
の
で
あ
る。
ま
た、
「
人

に
勝
れ
り
と
思
へ
る
人
は」
優
越
感
に
と
ら
わ
れ
や
す
く、
逆
に
「
お
こ
に

も
見
え、
人
に
も
言
ひ
消
た
れ、
災
ひ
を
も
招
く」
こ
と
が
し
ば
し
ば
な
の

で
あ
る
が、
そ
の
よ
う
な
災
難
か
ら
身
を
守
る
方
法
と
し
て、
兼
好
は
「
内

心
に
そ
こ
ぱ
く
の
咎
あ
り。
慎
み
て
是

を忘
る
べ
し」
と
述
べ、
内
面
的、

．
本
質
的
な
超
越
を
求
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る。
世
間
的
な
価
値
に
基
づ
く

・
優
越
感・
劣
等
感
を
超
え
た
徹
底
的
な
超
越
を
求
め
る
兼
好
の
考
え
は、
す

で
に
三
十
八
段
に
「
智
恵
出
で
は
偽
り
あ
り。
才
能
は
煩
悩
の
増
長
せ
る
な

り。
伝
て
聞
き、
学
び
て
知
る
は、
ま
こ
と
の
智
に
あ
ら
ず。
い
か
な
る
を

か
智
と
い
ふ
べ
き。
可
と
不
可
と
は一
条
な
り」
「
ま
こ
と
の
人
は
智
も
な
く、

徳
も
な
く、
功
も
な
く、
名
も
な
し。
誰
か
知
り、
誰
か
伝へ
ん。
是、
徳

を
隠
し、
愚
を
守
る
に
は
あ
ら
ず。
も
と
よ
り
賢
愚
得
失
の
境
に
を
ら
ざ
れ

ば
な
り」
と
披
泄
さ
れ
て
い
た
が、
そ
の
根
底
に
は、
有
用
の
用
を
否
定
し、

無
用
の
用
を
雌
ぶ
老
荘
思
想
の
受
容
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る。

と
こ
ろ
で、
百
六
十
七
段
の
「
他
に
勝
る
事
あ
る
は、
大
な
る
失
な
り」

と、
百
三
十
段
の
「
人
に
勝
た
む
こ
と
を
思
は
ば、
たゞ

学
問
し
て、
そ
の

智
を
人
に
ま
さ
む
と
思
ふ
ぺ
し」
と
い
う
二
つ
の
発
言
は一
見
矛
盾
し
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る。
も
と
よ
り
徒
然
草
は
矛
盾
に
満
ち
た
柑
物
で
あ
る
と

さ
れ
る
が、
こ
の
二
つ
の
章
段
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
あ
ら
た
め
て
検
討
を

加
え
て
み
た
い。
ま
ず、
二
つ
の
章
段
の
主
旨
は、
根
本
の
と
こ
ろ
で
は
無

益
の
争
い
を
回
避
す
べ
き
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
と
理
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ

う。
百
三
十
段
に
「
人
に
勝
た
む
こ
と
を
思
は
ぱ、
た
ゞ
学
問
し
て、
そ
の

智
を
人
に
ま
さ
む
と
思
ふ
べ
し」
と
説
い
た
兼
好
は
そ
の
理
由
を
「
道
を
学

ぶ
と
な
ら
ば、
善
を
誇
ら
ず、
輩
に
辟
ぺ
か
ら
ず
と
い
ふ
こ
と
を
知
る
べ
き

ゆ
へ
な
り」
と
い
う
と
こ
ろ
に
求
め
る。
つ
ま
り、
兼
好
は
智
に
お
け
る
競

争
を
励
ま
す
の
で
は
な
く、
学
問
に
進
む
こ
と
に
よ
っ
て
「
不
争」
「
処
下」

と
い
う
謙
譲
の
徳
を
心
得
さ
せ
る
の
で
あ
り、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
「
他
に

勝
る
事
あ
る
は、
大
な
る
失
な
り」
の
道
も
悟
る
こ
と
が
で
き
る
と

考え
て

い
る
と
理
解
さ
れ
る。
中
川
徳
之
助
氏
は
三
十
八
段
を
踏
ま
え
て
「
兼
好
の

考
え
る
と
こ
ろ
は、
知、
学
問、
道
と
い
う
の
は、
そ
れ
自
体
に
人
間
の
意

識
の
と
ら
わ
れ・
固
着
を
つ
ね
に
う
ち
破っ
て
行
く
だ
け
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

内
在
さ
せ
て
い
る
ぺ
き
も
の
で
あ
り、
そ
の
点
を
重
視
す
れ
ば、
た
と
え
は

じ
め
は
相
対
的
立
場
で
の
優
越
感
を
得
る
た
め
に
道
を
学
ん
だ
と
し
て
も、

道
を
深
め
て
い
く
に
し
た
が
っ
て
道
に
内
在
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
っ
て、
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儒
家
の
害
が
引
用
さ
れ
て
い
る
章
段
の
中
に
は、
実
は
内
容
的
に
は
老
荘

的
要
素
が
存
外
に
多
く
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は、
古
澤
未
知
男
氏
の
論
文

に
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
た
事
柄
で
あ
る。
今
回、
古
澤
氏
が
言
及
さ
れ
て

い
た
八
十
三
段
に
加
え
て、
百
九、
百
十`

百
三
十、
百
六
十
七
の
四
段
を

取
り
上
げ、
そ
こ
に
窺
わ
れ
る
兼
好
の
物
の
考
え
方
や
論
理
の
組
み
立
て
を

や
や
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て、
徒
然
草
に
お
け
る
憐
家
思
想
と
道

家
思
想
の
混
在
の
具
体
的
な
様
相
の一
端
が
明
ら
か
に
で
き
た
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る。

儒
家
の
典
藉
で
あ
る

『易
経』
か
ら
「{JL
竜
悔
あ
り」
を
引
用
し
た
八
十

三
段
の
結
語「
よ
ろ
づ
の
こ
と、
先
の
つ
ま
り
ぬ
る
は
破
れ
に
近
き
道
な
り」

の
趣
旨
は、
実
は
「
物
極
必
反」
「
盛
者
必
衰」
を
説
く
道
家
思
想
と
よ
り

近
い
の
で
あ
る。
百
九
段
の
「
目
く
る
ま
き、
枝
危
う
き
ほ
ど
は、
を
の
れ

が
恐
れ
侍
れ
ば、
申
さ
ず。
誤
ち
は
や
す
き
所
に
な
り
て、
か
な
ら
ず
つ
か

ま
つ
る
こ
と
に
候」
と
い
う
木
登
り
の
名
人
の
言
葉
か
ら
連
想
さ
れ
る

盆

人
の
戒
め」
と
は、
r
易
経』
の
文
言
で
あ
る
と
従
来
の
注
釈
苔
に
は
指
摘

終
わ
り
に

お
の
ず
か
ら
相
対
的
立
場
に
お
け
る
生
き
方
か
ら
自
分
自
g
を
脱
却
さ
せ、

・
絶
対
的
価
値
の
追
求
に
身
を
任
せ
る
よ
う
に
な
る
に
違
い
な
い」
と
説
か
れ

て
い
る
が
（
注
十
二）、
こ
れ
は
兼
好
の
考
え
を
儒
家
の
立
場
か
ら
出
発
し

て
道
家
の
思
想
へ

帰着す
る
過
程
と
し
て

把握
し
う
る
こ
と
を
意
味
す
る
で

あ
ろ
う。

さ
れ
て
い
た
が、
木
登
り
の
名
人
の
言
葉
と
r
鞠
も、
か
た
き
所
を
蹴
出
し

て
の
ち、
や
す
く
思
へ
ば、
か
な
ら
ず
落
つ
る
と
侍
る
や
ら
む」
と
い
う
後

絞
の一
文
が
説
く
と
こ
ろ
は、
内
容
的
に
は
む
し
ろ
道
家
思
想
の
r
禍
分、

福
之
所
ヒ
椅。
福
分、
禍
之
所
レ
伏」
と
虚
な
る
部
分
が
多
い
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
る。
続
く
百
十
段
で、
双
六
の
名
人
が
説
く
「
勝
た
ん
と
打

つ
べ
か
ら
ず。
負
け
じ
と
打
つ
べ
き
な
り」
と
い
う
教
え
の
趣
旨
は、
常
に

物
事
の
裏
面
の
本
質
に
着
目
す
る
老
荘
思
想
と
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
り、
先

行
の
注
釈
書
で
は
「
型
人
の
を
し
へ
に
か
な
へ
り
と
あ
る
前
段
に
か
、
る
こ
t'．
7

と
也」
(r
磐
斎
抄』）
「
我
手
ま
へ
を
つ
、
し
む
事
大
学
の
身
治
テ
而
后
家

斉゚

家
斉

ユ皿
后＿一
国
治
Jl

と
い
へ
る
理
な
り」
(r
文
段
抄』）
の
よ
う
に、
儒
家

的
な
物
の
考
え
方
と
の
関
わ
り
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
の
章
段
の
最
後
の一

節
「
身
を
治
め、
国
を
保
た
ん
道
も、
又
し
か
な
り」
に
関
し
て
も、
そ
の

文
辞
に
つ
い
て
は
百
九
段
に
言
う
「
型
人
の
戒
め」
に
相
当
す
る
と
考
え
ら

れ
る
r
易
経』
の
文
言
を
援
用
し
た
か
も
し
れ
な
い
が、
内
容
の
上
で
は
「
作

身
斉
家
治
国
平
天
下」
を
典
型
と
す
る
が
ご
と
き
儒
家
的
経
国
思
想
と
は
本

質
的
に
異
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る。

百
三
十
段
と
百
六
十
七
段
は
と
も
に
「
物
に
争
は
ず」
と
い
う
こ
と
を
説

＜
章
段
で
あ
る。

r論
語」
顔
回
の
言
薬
を
引
く
と
と
も
に、
戯
れ
に
他
人

と
競
い
合
う
よ
う
な
こ
と
で
あ
っ
て
も
「
徳
に
背
け
り」
r
礼
に
あ
ら
ず」

と
し、
「
人
に
勝
た
む
こ
と
を
思
は
ば、
た
ゞ
学
間
し
て」
「
大
き
な
る
職
を

も
辞
し、
利
を
も
捨
つ
る
は、
た
ゞ
学
問
の
力
な
り」
と
述
べ
る
百
三
十
段

は、
「
孟
子
の
斉
卿
の
位
を
辞
し
万
鍾
の
禄
を
う
け
ずー
百
の
兼
金
を
と
ら
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ざ
る
の
類
也」
(r
野
槌』）
と
注
さ
れ、
儒
家
の
r
仁
義
礼
譲」
の
徳
を
説

く
段
で
あ
る
と
従
来
指
摘
さ
れ
て
い
た。
し
か
し
な
が
ら`
正
是
皆
争
ひ
を

好
む
失
な
り」
と
説
く
本
段
の
主
旨
は、
「
夫
唯
不レ
争、
故
紐
じ
尤」
(r
老

子」
第
八
章）`
「
夫
惟
不レ
争。
故
天
下
莫
孟胆
輿レ
之ー
争」
（

同
第
二
十

二
章）、
な
ど
に
窺
わ
れ
る
道
家
思
想
の
「
不
争」
の
徳
と
通
じ
る
と
こ
ろ

が
あ
る
と
理
解
さ
れ
る。
ま
た
百
三
十
段
の
「
大
き
な
る
職
を
も
辞
し、
利

を
も
捨
つ
る
は、
たゞ

学
問
の
力
な
り」
の一
文
と、
太
政
大
臣
を
望
ま
ず

に
出
家
し
た
と
い
う
八
十
三
段
に
語
ら
れ
た
藤
原
公
衡
の
生
き
方
と
を
合
わ

せ
て
考
え
て
み
る
な
ら
ば、
兼
好
が
言
う
「
学
問」
の
内
実
に
は、
僻
瞥
だ

け
で
は
な
く、「
よ
ろ
づ
の
こ
と、
先
の
つ
ま
り
ぬ
る
は
破
れ
に
近
き
道
な
り」

と
い
う
自
然
界
の
理
法
を
洞
察
し
た
道
家
思
想
が
包
摂
さ
れ
て
い
る
と
理
解

し
て
よ
い
で
あ
ろ
う。
百
六
十
七
段
も
同
様
に
頗
回
の
言
業
を
引
く
が、
そ

の
冒
頭
部
分
に
述
べ
ら
れ
た
専
門
外
の
座
に
出
た
場
合
の
好
ま
し
い
振
舞
に

つ
い
て
の
論
述
が
『
論
語」
為
政
篇
に
見
え
る
「
知レ
之
為レ
知レ
之。
不レ

知
為レ
不レ
知。
是
知
也」
と
い
う
文
言
と
共
通
点
を
有
し
て
い
る
た
め
に、

章
段
の
末
尾
に
「
志
不レ
可レ
満」
と
い
う
『
礼
記』
の
文
言
を
引
用
す
る

こ
と
と
併
せ
て、
自
他
の
慢
心
を
戒
め
る
儒
家
的
章
段
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

て
き
た。
し
か
し
な
が
ら、
「
他
に
勝
る
事
あ
る
は、
大
な
る
失
な
り」
と

い
う一
文
は、
荘
子
が
説
く
「
桂
可レ
食。
故
伐レ
之。
漆
可レ
用。
故
割レ

之」
の
「
無
用
の
用
L

の
概
念
を
理
解
し
た
上
で、
徹
底
的
な
超
越
を
求
め

よ
う
と
す
る
兼
好
の
考
え
方
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
よ
い。

頁
b
し
ハ
孔
決
県
こ
と・っ
b
比
ず、
廿一
谷
内
な
面
直
視
か
ら
悦
咀
し
て、
4-l

. . 

i 

| 

全
な
る
自
由
の
境
地
を
志
向
す
る
道
家
の
考
え
方
を
燕
う
兼
好
の
姿
勢
は
三

十
八
段
や
二
百
十一
段
の
行
文
に
も
窺
わ
れ、
老
荘
思
想
の
超
世
間
的
価
値

観
は
兼
好
の
趣
味
に
深
く
共
嗚
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る

の
で
あ
る。

そ
の一
方
で、
注
意
し
た
い
の
は、
道
家
の
説
く
「
道」
の
理
念
は
極
め

て
思
弁
的
で
あ
り、
形
而
上
学
的
性
格
が
強
い
の
に
対
し
て、
徒
然
草
か
ら

窟
う
こ
と
の
で
き
る
兼
好
の
物
の
考
え
方
は
常
に
現
実
に
即
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る。
徒
然
草
は
世
俗
社
会へ
の
深
い
関
心、
現
実
生
活
に
対
す

る
広
い
興
味
に
溢
れ
て
い
る。
左
大
臣
と
い
う
「
大
き
な
る
職
を
も
辞
し」

た
藤
原
公
衡、
「
あ
や
し
の
下
服」
で
あ
る
木
登
り
の
名
人、
双
六
の
上
手

な
人、
「一
道
に
携
は
る
人」
な
ど
様
々
な
階
層
の
人
々
が
徒
然
草
に
は
登

場
す
る。
こ
れ
ら
の
現
実
社
会
に
生
き
て
い
る
人
々
の
言
行
や
逸
話
を
記
す

章
段
に
お
い
て、
兼
好
は
批
俗
に
お
け
る
道
の
知
恵
に
共
感
し、
そ
の
有
用

性
を
十
二
分
に
認
め
て
い
る。
む
し
ろ
兼
好
は
世
俗
に
お
け
る
道
と
学
問
上

の
道
と
を
結
ぴ
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て、
道
に
対
す
る
認
識
を
深
化
し
内
在

化
す
る
こ
と
を
志
し
て
い
る
と
考
え
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う。
「
道」
に
対
す

る
明
徹
な
認
識
を
現
実
の
処
世
の
上
で
有
効
に
活
か
す
た
め
の
方
鍍
が
「
他

に
勝
る
事
あ
る
は、
大
な
る
失
な
り」
「
人
に
勝
た
む
こ
と
を
思
は
ば、
たゞ

学
問
し
て、
そ
の
智
を
人
に
ま
さ
む
と
思
ふ
べ
し」
と
い
う
提
唱
だ
っ
た
の

で
あ
る。
言
い
換
え
る
な
ら
ば、
兼
好
は、
形
而
上
学
的
な
「
道」
の
世
界

に
理
想
を
托
し
絶
対
自
由
の
境
地
を
志
向
す
る
老
荘
思
想
に
深
い
共
感
を
抱

ぇ―
つ
つ
も、
そ
TJ
視
今a
内、
浬
思
内、
移
而
上
羊
切
な
生
各
こ
和
ヒ
f
ら
h
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る
こ
と
な
く、
常
に
現
実
を
直
視
し、
そ
こ
か
ら
人
の
世
に
お
け
る
真
の「
道」

の
在
り
方
を
見
極
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る。
出
家
の
身
と
し
て
人
間
の
生

き
方
の
根
本
を
追
求
す
る
と
い
う
の
は、
徒
然
草
全
編
を
貰
く
大
き
な
主
題

で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
が、
世
俗
社
会
に
お
け
る
人
々
の
言
動
の
中
に
「
道
L

の
原
理
を
見
出
そ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に、
現
実
主
義
者
と
し
て
の
兼
好
の
真

骨
頂
が
あ
る
と
理
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う。

＊
『
徒
然
卒』
の
本
文
は
正
徹
本
を
底
本
と
し
た
r
方
丈
記

徒
然
草』
（
新
日

本
古
典
文
学
大
系

岩
波
由
店

平
成
元
年）
に
拠
っ
た。
正
徹
本
に
欠
け
て

い
る
部
分
が
他
本
に
よ
っ
て
補
わ
れ
て
い
る
箇
所
に
は、
〔
〕
を
付
け
た。
r
論

餅
『
老
子」
『
荘
子』
な
ど
の
漢
紆
の
引
用
は
『
新
釈
漢
文
大
系』
（
明
治
酢
院

昭
和
四
十
三
年
1)
に
拠
り、
割
読
に
つ
い
て
も
同
害
を
参
照
し
た。

注一

安
良
岡
康
作
r
徒
然
箪
全
注
釈
上
下」
昭
和
四
十
六
年

角
川
世
店

注
二

福
田
秀一
「
徒
然
草
の
出
典
と
源
泉」
(r
中
世
文
学
論
考』
昭
和
五
十

年

明
治
帯
院）

注
三

久
保
田
淳
「
出
典·
源
泉・
先
殴」
（
市
古
貞
次
椙
r
徒
然
平
：
詣
説一

覧
昭
和
四
十
五
年

明
治
害
院）

注
四

古
澤
未
知
男
「
漠
籍
引
用
よ
り
見
た
徒
然
平
の一
考
察」
（
山
岸
徳
平
椙

r
日
本
漢
文
学
史
論
考』
昭
和
四
十
九
年

岩
波
害
店）

注
五

r
老
子』
第
十
六
章
r
夫
物
芸
芸、
各
復
孟四
其
根lo
蹄レ
根
日レ
静、

是
研レ
復レ
命」
第
二
十
五
章
「
有レ
物
況
成。
．．．．．．
 吾
不レ
知＿一
其
名ー
。

強
字
之
日
『
道』、
強
為＿一
之
名ー
曰レ
大。
大
曰
逝、
逝
B
遠、
遠
曰
反」。

注
六

r
易
経』
豊
卦
「
日
中スレパ
則

ぇ殴キ
0

月
盈ミ
ッレバ
則チ
食ク。
天
地

ノ
盈
虚、
輿ニ
レ
時卜
消
息スル」。
r
史
記』
苗
堆
栽
沢
伝
に
「
甜
日、
日

中
則
移、
月
満
財
盈、

物盛
則
交、
天
地
之
常
数
也」。

橘
純一
『
徒
然
ヰ
新
講』
昭
和
二
十
七

年決
定
版

武
蔵
野
書
院。
本
稿

で
の
引
用
は
三
谷
栄一
・
峯
村
文
人
共
編
『
徒
然
京
解
釈
大
成』
（
昭
和

四
十一
年

岩
崎
苔
店）
に
よ
る。

r
大
学」
「
欲
明
明
徳
於
天
下
者。
先
治
其
国。
欲
治
其
国
者。
先
斉
其
家。

欲
斉
其
家
者。
先
修
其
身。
欲
修
其
身。
者
先
正
其
心」。

r
老
子』
第
二
十
二
章
「
曲
則
全。
狂
則
直。
窪
則
盈。
弊
則
新。
少
則

得。
多
則
惑。
是
以
聖
人
抱一
、
為
天
下
式。
不
自
見、
故
明。
不
自
是、

故
彰。
不
自
伐、
故
有
功。

不自
衿、
故
長。
夫
唯
不
争。
故
天
下
莫
能

輿
之
争。
古
之
所
前
曲
則
全
者。
登
虚
酋
哉。
誡
全
而
帰
之」。

丑恭』
逍
遥
遊
「
恵
子
謂
荘
子
日、
魏
王
胎
我
大
孤
之
種。
・・・・・・
荘
子

日
夫
子
拙
於
用
大
突。
．．．．．．
 」「
荘
子
曰。
・・・・・・
今
子
有
大
樹
患
其
無
用。

何
不
樹
之
於
燕
何
用
之
郷。
・・・・・・
無
所
可
用。
安
所
困
苦
哉」。

注
十一
r
荘
子』
人
間
世
「
匠
石
之
斉、
至
於
曲
猿。
見
榛
社
樹。
．．．．．．
 」「
南

伯
子

遊
乎
商
之
丘。
見
大
木
焉
有
異。
．．．．．．
 」r
支
難
疏
者、
．．．．．．
 」。

注
十
二

中
川
包
之
助
r
兼
好
の
人
と
思
想』
一
九
七
五
年
初
版

古
川
魯
店

＊
本
栢
で
参
照
し
引
用
し
た
徒
然
草
の
注
釈
書
は
以
下
の
通
り
で
あ
る。

松
永
貞
徳
『
な
ぐ
さ
め
平」
慶
安
五
年
践
本。
本
稿
で
の
引
用
は
吉
澤
貞
人
r
徒

然
草
古
注
釈

集成」
（
平
成
八
年

勉
誠
社）
に
よ
る。

秦宗
巴
『
徒
然
卒
寿
命
院
抄』
疵
長
六
年
成
立、
同
九
年
刊。
本
稿
で
の
引
用
は

同
右。

林
道
春
r
徒
然
平
野
槌」
元
和
七

年成
立、
刊
年
不
明。
本
稿
で
の
引
用
は
同
右。

加
藤
磐
斎
r
徒
然
卒
抄』
寛
文
元
年
刊。
本
稿
で
の
引
用
は一二
谷
栄一
・
峯
村
文

人
共
祖
『
徒
然
双
解
釈
大
成』
（
昭
和
四
十一
年

岩
崎
杏
店〉
に
拠
る。

注
＋

注
九

注
八

注
七
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七

二
九

北
村
季
吟
r
徒
然
草
文
段
抄』
寛
文
七
年
刊。
本
稿
で
の
引
用
は
r
徒
然
草
古

註
釈
大
成』
（
昭
和
五
十
三
年
日
本
図
柑
セ
ン
タ
ー）
に
よ
る。

浅
香
山
井
r
徒
然
草
柑
抄
大
成』

貞享
五
年
刊。
本
栢
で
の
引
用
は
同
右。

田
辺
爵
『
徒然
卒
詑
注
集
成』
昭
和
三
十
七
年
右
文
害
院

三
谷
栄ー
・
峯
村
文
人
共
編
r
徒
然
草
解
釈
大
成』
昭
和
四
十一
年
岩
崎
由

．
店安

良
岡
康
作
r
徒
然
草
全
注
釈
上
下』
日
本
古
典
評
釈
全
注
釈
叢
寄
昭
和
四

十
六
年
角
川
密
店

三
木
紀
人
r
徒
然
草
（一）
1
（
四）』
昭
和
五
十
四
年
1
昭
和
五
十
七
年
講

談
社
学
術
文
庫

久
保
田
淳
「
徒
然
草
評
釈」
(r
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究」
に
連
戟
中
昭

和
五
十
五
年
1
学
燈
社）（

そ
う
けい
け
い

岡
山
大
学
大
学
院
修
士
課
程）

•]
 
．．
 rIy

r
m
こ●r
4
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『

•

•
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 ••
•
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．
．．．．
 ， ••••••
•
 ‘ .•••••
 

研
究
室
受
贈
図
書
雑
誌
目
録
11

岐
阜
女
子
大
学
紀
要
（
岐
阜
女
子
大
学）

岐

阜大
学
国
語
国
文
学
（
岐
阜
大
学
教
育
学
部
国
栢
国
文
学
研
究
室）

紀
要
（
信
州
大
学
医
療
技
術
短
期
大
学
部）

二
五

紀
要

文
学
科
（
中
央
大
学
文
学
部）

一
八
0、
一
八一

京
都
教
育
大
学
国
文
学
会
誌
（
京
都
教
育
大
学
国
文
学
会）

・

合
併
号

京
都
語
文
（
佛
教
大
学
国
語
国
文
学
会）

五、
六

京
都
大
学
国
文
学
論
叢
（
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
国
語
学
国
文
学
研

二
九・
三
〇

京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
人
文
（
京
都
府
立
大
学）

近
畿
大
学
日
本
語
日
本
文
学
（
近
畿
大
学
文
芸
学
部）

金
城
学
院
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
論
集
（
金
城
学
院
大
学
大
学
院
文
学
研

究
科）

六

金
城
国
文
（
金
城
学
院
大
学
国
文
学
会）

七
六

金
蘭
国
文
（
金
蘭
短
期
大
学
国
文
研
究
室）

四

群
馬
県
立
女
子
大
学
国
文
学
研
究
（
群
馬
県
立
女
子
大
学
国
語
国
文
学
会）

言
語
科
学
論
集
（
束
北
大
学
文
学
部
言
語
科
学
専
攻）

言
語
学
論
叢
（
筑
波
大
学一
般・
応
用
言
語
学
研
究
室）

•一
七、
一
八

言
語
表
現
研
究
（
兵
庫
教
育
大
学
言
語
表
現
学
会）

一
六

言
語
文
化
（一
橋
大
学
語
学
研
究
室）

三
六

光
華
日
本
文
学
（
光
華
女
子
大
学
日
本
文
学
会）

八

高
知
大
国
文
（
高
知
大
学
国
語
国
文
学
会）

三
〇

甲
南
国
文
（

甲南
女
子
大
学
国
文
学
会）

四
七

語
学
と
文
学
（
群
馬
大
学
栢
文
学
会）

三
六

国
語
学
研
究
（
東
北
大
学
文
学
部
「
国
語
学
研
究」
刊
行
会）

国
語
教
育
論
叢
（
島
根
大
学
教
育
学
部
国
文
学
会）

国
語
国
文
学
（
福
井
大
学
国
語
国
文
学
会）

三
九

国江m
国
文
芸→
（

ヨZコ主子
園
た
f-
豆
3
k
芦
目
吾
a
t
斗
汗・
b
u

茎ノ

九 二
0

究
室）

四

九
五

,
)
 

三
八、
三
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