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鈴
木
腺
（
一
七
六
四
S
一
八
三
七
）
は
本
居
宣
長
門
下
い
わ

ゆ
る
鈴
門
下
の
国
語
学
者
と
し
て
数
々
の
業
績
を
残
し
た
ば
か

り
か
、
天
保
四
年
(
-
八
三
三
）
か
ら
は
尾
張
藩
の
藩
校
明
倫

堂
に
新
た
に
設
置
さ
れ
た
国
学
の
講
義
を
担
当
し
て
い
る
。
し

か
し
、
儒
者
と
し
て
の
評
価
も
高
く
、
明
倫
堂
督
学
も
勤
め
た

細
野
要
斎
(
-
八
二

o
s九
七
）
は
、
そ
の
著
『
尾
張
名
家
誌

初
篇
』
儒
林
の
部
に
腺
の
伝
記
を
残
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、

腺
は
文
に
巧
み
で
〈
長
ず
る
に
及
び
愈
精
練
を
加
え
、
清
人
銭

泳
其
の
文
を
見
て
称
し
て
日
く
、
先
秦
両
漢
の
風
有
り
、
唐
宋

八
家
の
習
無
し
、
と
〉
と
い
っ
た
評
価
を
得
た
こ
と
、
世
の
風

潮
を
疾
み
、
厳
し
い
子
弟
教
育
を
行
な
っ
た
こ
と
な
ど
を
述
べ

て
い
る
。
経
歴
に
は
、
晩
年
〈
年
七
十
に
向
か
い
明
倫
堂
教
授

は
じ
め
に

鈴
木
腺
の
孟
子
論

（注
1
)
に
擢
き
ん
で
ら
れ
、
始
め
て
日
本
書
紀
を
校
中
に
講

ず
〉
と
、
国
学
枠
で
講
義
を
も
っ
た
こ
と
を
明
記
し
な
が
ら
、

業
績
で
は
『
学
訓
』
『
論
語
参
解
』
『
大
学
参
解
』
『
六
経
諸

子
説
』
な
ど
漢
学
に
関
す
る
著
作
が
列
挙
さ
れ
、
活
語
を
中
心

と
し
た
国
語
学
的
業
績
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
要
斎
が
、

腺
が
鈴
門
下
に
あ
っ
た
こ
と
を
知
ら
ぬ
は
ず
は
な
い
が
、
そ
れ

を
舎
い
て
も
儒
者
と
し
て
高
い
評
価
を
得
た
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
。さ

て
腺
に
は
『
孟
子
』
を
腹
接
に
あ
る
い
は
間
接
に
論
じ
た

著
作
が
あ
る
。
『
孟
子
』
は
四
書
の
一
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の

革
命
説
の
た
め
に
日
本
で
は
あ
ま
り
歓
迎
さ
れ
な
か
っ
た
書
物

で
あ
る
。
確
か
に
腺
が
『
孟
子
』
理
解
の
た
め
に
参
考
に
し
た

学
者
た
ち
、
日
本
人
と
し
て
は
伊
藤
仁
斎
・
荻
生
狙
裸
・
家
田

大
峯
ら
、
孟
詞
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
語
る
太
宰
春
台
な
ど
を

鵜

飼

尚

代

（
愛
知
女
子
短
期
大
学
）
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み
る
に
、
仁
斎
以
外
は
『
孟
子
』
な
い
し
孟
詞
に
対
し
て
批
判

的
と
い
え
る
。

仁
斎
は
「
孟
子
古
義
総
論
」
で
『
孟
子
』
を
孔
子
の
言
の
解

説
書
（
解
釈
書
）
と
位
置
づ
け
、
重
要
な
の
は
〈
仁
義
〉
〈
王

道
〉
で
あ
り
、
性
善
説
を
奥
旨
と
捉
え
る
の
は
誤
り
と
す
る
。

太
宰
春
台
は
「
孟
子
論
」
で
、
孟
子
が
い
か
に
孔
子
と
異
な
っ

た
主
張
を
し
て
い
る
か
、
ま
た
混
乱
の
世
を
治
め
る
策
と
し
て

は
あ
ま
り
に
迂
遠
で
あ
っ
た
た
め
、
自
ら
〈
戦
国
の
士
〉
に
と

ど
ま
っ
て
い
る
ば
か
り
か
、
後
世
の
学
者
の
在
り
方
さ
え
誤
ら

せ
て
い
る
と
、
孟
子
批
判
を
展
開
す
る
。
家
田
大
峯
は
、
何
等

そ
れ
ら
し
い
業
績
を
残
し
て
い
な
い
孟
子
を
道
統
に
組
み
こ
む

こ
と
は
お
か
し
い
と
す
る
。
因
み
に
本
居
宣
長
は
『
葛
花
』
で
、

孟
子
を
〈
王
道
を
い
ひ
た
て
に
し
て
、
ゆ
く
さ
き
ざ
き
に
て
謀

反
を
す
す
め
あ
る
き
し
は
、
こ
れ
又
湯
武
同
前
の
大
悪
人
〉
と
、

は
な
は
だ
孟
子
を
き
ら
う
。

こ
う
し
た
状
況
の
中
に
あ
っ
て
、
腺
が
『
孟
子
』
や
孟
轄
を

ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
か
は
、
腺
自
身
の
思
想
を
語
る
上
で

も
、
ま
た
日
本
に
お
け
る
『
孟
子
』
受
容
の
流
れ
を
見
る
上
で

も
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
問
題
は
、
前
に
拙
稿

「
鈴
木
腺
『
孟
子
説
』
成
立
考
」
（
注
2
)
に
お
い
て
残
し
た

課
題
で
も
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
人
物
論
と
著
作
論
と
に
分
け
て
、

鈴
木
腺
の
孟
子
論
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。

人
と
し
て
の
孟
子

腺
は
「
論
孟
子
三
則
」
（
『
離
屋
集
初
篇
』
所
収
）
に
お
い

て
『
孟
子
』
で
は
な
く
孟
子
、
す
な
わ
ち
孟
朝
と
い
う
人
物
に

つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

こ
の
論
文
の
成
立
時
期
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
論
中
明

ら
か
に
太
宰
春
台
と
お
も
わ
れ
る
人
物
を
〈
大
抵
世
の
物
氏
を

学
び
経
済
を
志
す
者
〉
と
い
っ
て
い
る
点
が
、
狙
棟
学
派
に
対

し
て
微
妙
な
位
置
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
腺
が
鈴
門
に

入
門
し
た
寛
政
四
年
(
-
七
九
二
）
ご
ろ
成
立
し
た
の
で
は
な

い
か
と
お
も
わ
れ
る
。

さ
て
内
容
で
あ
る
が
、
孟
轄
が
誤
弾
さ
れ
る
の
は

①
其
の
言
抗
直
に
過
ぎ
、
蘊
籍
無
し
。

②
迂
遠
に
し
て
事
情
に
闊
し
。

と
い
う
孟
轄
自
身
の
欠
点
の
た
め
に
、
斉
や
梁
と
い
っ
た
大

国
で
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
点
に
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
腺
の
反
論
と
し
て

(19) 
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・
『
論
語
』
顔
淵
篇
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
孔
子
に
も
〈
抗

腹
劃
切
〉
な
側
面
が
あ
る
。

•
斉
の
宣
公
・
梁
の
恵
公
が
暗
愚
な
た
め
、
孟
子
を
理
解

で
き
な
か
っ
た
。

と
い
い
、
孟
朝
の
物
言
い
の
〈
抗
直
〉
さ
を
短
所
と
せ
ず
、

大
国
で
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
採
用
す
る
側
に
問
題
が
あ
っ

た
か
ら
だ
と
孟
朝
を
擁
護
す
る
。

さ
ら
に
孟
朝
を
磯
弾
す
る
人
が

③
孟
子
の
膝
国
に
用
い
ら
る
る
に
、
拙
謀
無
オ
。

い
っ
た
ん
採
用
さ
れ
て
も
孟
朝
は
有
効
な
策
が
う
ち
出
せ
な

か
っ
た
と
攻
撃
し
た
。

こ
れ
に
対
し
腺
は
、
孟
朝
が
膝
で
提
案
し
た
こ
と
は
、
韓
非

や
呉
起
の
策
略
に
よ
く
似
て
い
る
が
、
孟
朝
を
重
用
し
た
膝
が

小
国
で
天
下
に
覇
た
る
実
力
が
な
か
っ
た
た
め
に
、
孟
轄
の
策

が
評
価
さ
れ
な
い
の
だ
と
い
う
。
③
と
同
時
に
②
に
対
し
て
も

反
論
し
て
い
る
。

以
上
が
「
論
孟
子
三
則
」
の
骨
子
で
、
腺
が
孟
朝
と
い
う
人

物
を
徹
底
し
て
擁
護
し
て
い
る
こ
と
が
分
る
。

さ
て
こ
の
間
に
唐
突
な
形
で
狙
棟
学
批
判
が
展
開
さ
れ
る
。

③
に
触
れ
た
直
後
に

大
抵
世
の
物
氏
を
学
び
、
経
済
を
志
す
者
、
率
ね
多
く
智

術
を
崇
び
、
徳
義
を
外
に
し
、
孟
子
を
刺
り
、
宋
儒
を
罵

る
。
是
れ
登
唯
だ
孟
子
を
剌
り
、
宋
儒
を
罵
る
の
み
な
ら

ん
や
。
其
の
経
伝
載
す
る
所
、
尭
舜
以
下
聖
賢
の
格
言
競

範
に
於
い
て
、
率
ね
厭
棄
荒
廃
し
て
、
悦
ば
ず
省
み
ず
、

遂
に
轍
を
分
け
て
以
て
背
馳
し
て
自
ら
は
知
ら
ざ
る
な
り
。

特
り
敢
え
て
昌
言
し
て
之
れ
を
排
せ
ざ
る
の
み
。

と
い
う
。
明
ら
か
に
太
宰
春
台
批
判
と
お
も
わ
れ
る
が
、
そ

の
〈
智
術
〉
に
は
し
り
〈
徳
義
〉
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て
、
孟

子
批
判
を
行
な
い
（
注
3
)
宋
儒
を
罵
倒
す
る
姿
勢
が
、
結
果

的
に
〈
亮
舜
以
下
聖
賢
の
格
言
鯨
範
〉
の
教
訓
的
価
値
を
剥
ぎ

取
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
い
て
い
な
い
こ
と
を
批
判
す
る
。

是
れ
末
流
の
弊
と
日
う
と
雖
も
、
物
翁
亦
其
の
責
を
逃
る

る
能
わ
ざ
る
者
有
り
。
翁
宋
儒
の
失
を
矯
し
、
言
を
立

つ
る
に
少
や
偏
り
、
遂
に
此
の
弊
を
致
す
。

こ
う
し
た
弊
害
は
、
も
と
を
正
せ
ば
、
や
や
偏
狭
な
立
場
で

宋
儒
の
欠
点
を
質
そ
う
と
し
た
祖
棟
の
学
問
姿
勢
か
ら
出
て
き

た
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
祖
彼
は
責
任
を
追
求
さ
れ
る
べ
き
だ

と
す
る
。今

世
の
庸
儒
、
物
氏
の
余
沢
に
霰
い
、
其
の
徒
の
唾
余
を

(20) 
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撥
る
者
、
其
の
宋
儒
を
疾
視
す
る
こ
と
、
猶
邪
教
の
師
の

ご
と
く
、
朱
子
輩
を
軽
蔑
す
る
こ
と
、
猶
小
児
の
ご
と
し
。

意
を
陣
に
し
て
祗
排
し
て
、
自
ら
其
の
古
訓
に
背
く
を
覚

え
ざ
る
な
り
。
夫
れ
古
訓
を
舎
き
て
式
ら
ず
し
て
、
其
の

意
尚
に
任
す
者
、
未
だ
大
い
に
惇
ら
ざ
る
者
有
ら
ざ
る
な

り。
い
ま
や
狙
彼
学
の
徒
は
目
の
敵
の
よ
う
に
宋
儒
を
き
ら
い
、

こ
ど
も
の
よ
う
に
朱
子
を
軽
蔑
し
て
い
る
が
、
そ
の
態
度
が

〈
古
訓
〉
か
ら
は
ず
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
き
も
し
な
い
と
す

る。
こ
の
狙
株
学
批
判
は
「
論
孟
子
三
則
」
の
ほ
ぼ
五
分
の
一
を

占
め
る
が
、
そ
の
要
点
を
ま
と
め
る
と
、

•
智
術
が
先
行
し
、
徳
義
が
見
失
わ
れ
て
い
る

•
無
反
省
に
朱
照
を
は
じ
め
と
す
る
宋
儒
を
軽
蔑
す
る
こ

と
は
、
学
派
本
来
の
〈
古
訓
〉
を
重
視
す
る
立
場
か
ら

大
き
く
は
ず
れ
て
い
る
。

と
の
二
点
に
集
約
で
き
よ
う
。

「
論
孟
子
三
則
」
は
人
と
し
て
の
孟
轄
の
擁
護
論
で
、
論
中

夫
れ
梁
恵
斉
宣
魯
哀
衛
霊
の
属
の
如
き
、
亦
猶
是
く
の
ご

と
き
の
み
。
仲
尼
孟
轄
を
百
に
す
と
雖
も
、
奈
何
と
も
す

る
能
わ
ざ
る
者
な
り
。

と
あ
る
よ
う
に
、
孟
子
を
孔
子
と
並
称
す
る
ほ
ど
、
腺
は
孟

子
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
烈
し
い
狙
棟
学

批
判
、
特
に
太
宰
春
台
を
は
じ
め
と
す
る
経
世
派
批
判
を
背
景

に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

著
作
と
し
て
の
『
孟
子
』

鈴
木
腺
の
『
孟
子
』
関
連
の
著
作
の
う
ち
、
鈴
門
入
門
以
前

に
執
筆
さ
れ
た
と
お
も
わ
れ
る
も
の
に
「
読
孟
子
注
疏
」
（
以

後
「
読
注
疏
」
と
略
記
す
る
）
が
あ
る
。
「
読
注
疏
」
は
寛
政
十

一
年
（
一
七
九
九
）
に
開
名
氏
が
『
離
屋
読
書
説
』
を
謄
写
し

た
『
離
屋
読
書
説
不
分
巻
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
書
誌
的
検

討
及
び
内
容
の
一
端
に
つ
い
て
は
前
引
の
拙
稿
「
鈴
木
腺
『
孟

子
説
』
成
立
考
」
に
お
い
て
触
れ
て
い
る
の
で
、
そ
こ
で
得
ら

れ
た
結
果
を
ま
と
め
る
と
、

成
立
時
期
二
大
明
二
年
（
一
七
八
二
）
以
前
。

内
容
;
彼
漢
の
趙
岐
と
宋
の
朱
照
の
解
釈
を
比
較
検
討
し
、

結
論
と
し
て
朱
罵
の
解
釈
の
方
が
優
れ
て
い
る
と

す
る
。

(21) 
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と
い
う
こ
と
に
な
り
、
「
読
注
疏
」
は
若
い
腺
が
新
注
と
古

注
を
比
較
し
な
が
ら
記
し
た
読
書
記
録
と
い
え
る
。
後
年
『
孟

子
』
を
読
み
な
お
し
て
記
さ
れ
た
の
が
『
孟
子
説
』
で
あ
り
、

戦
禍
に
あ
っ
た
自
筆
の
『
離
屋
読
書
説
』
中
の
「
読
孟
子
」
は
、

「
読
注
疏
」
で
は
な
く
、
こ
の
『
孟
子
説
』
と
考
え
ら
れ
る
。

『
孟
子
説
』
に
つ
い
て
も
前
引
拙
稿
に
お
い
て
書
誌
及
び
内
容

の
一
端
の
検
討
を
行
な
っ
て
い
る
の
で
、
そ
こ
で
の
結
論
を
ま

と
め
る
と

成
立
時
期
＂
寛
政
十
一
年
以
降
。

内
容
ら
胆
岐
と
朱
罵
の
解
釈
に
対
す
る
関
心
は
希
薄
に
な

り
、
伊
藤
仁
斎
•
荻
生
狙
彼
•
太
宰
春
台
・
家
田

大
峯
な
ど
日
本
の
儒
者
の
解
釈
に
対
す
る
関
心
が

相
対
的
に
高
ま
っ
て
い
る
。

と
い
う
こ
と
に
な
り
、
腺
が
先
行
す
る
江
戸
期
の
儒
者
の
解

釈
に
力
点
を
移
し
『
孟
子
』
を
読
み
な
お
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
て
「
読
注
疏
」
の
序
論
部
分
は
ほ
ぼ
『
孟
子
説
』
総
論
に

収
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
『
孟
子
説
』
総
論
で
腺
が
述
べ
て
い

る
と
こ
ろ
を
ま
と
め
る
と

(a)
孟
朝
は
子
思
の
門
人
で
あ
る
。

(
b
)
『
孟
子
』
は
門
人
が
執
筆
し
た
も
の
。

(
C
)

『
孟
子
』
の
読
み
方
に
つ
い
て
。

(
d
)
趙
注
よ
り
朱
注
の
方
が
優
れ
て
い
る
。

と
な
る
。

(a)
に
つ
い
て
は
、
仁
斎
で
さ
え
孟
朝
は
子
思
の
門
人
で
は

な
い
と
し
（
注
4
)
、
大
峯
な
ど
は
『
史
記
』
の
記
事
の
矛
盾

か
ら
孟
朝
が
子
思
の
門
人
で
は
な
い
こ
と
を
長
々
と
証
明
し
て

い
る
（
注
5
)
。
し
か
し
腺
は
至
っ
て
手
短
に

荀
卿
十
二
子
を
非
る
に
、
子
思
孟
子
と
連
言
し
、
及
び
書

中
曽
子
子
思
の
言
行
を
称
す
る
こ
と
多
し
。
離
婁
篇
身
を

誠
に
す
る
を
論
ず
る
と
中
庸
と
同
文
な
る
を
以
て
、
皆
證

す
る
に
足
る
な
り
。

と
、
使
い
古
さ
れ
た
資
料
を
根
拠
に
、
あ
く
ま
で
孟
朝
は
孔

子
の
教
え
の
正
統
な
後
継
者
と
位
置
づ
け
る
。

(
b
)
に
つ
い
て
は

其
の
体
裁
を
観
る
に
、
論
語
に
擬
奴
す
。
蓋
し
弟
子
為
る

所
に
し
て
、
其
の
師
を
尊
び
、
諸
を
孔
子
に
比
す
。
孟
子

と
日
う
は
、
以
て
孔
子
と
別
つ
な
り
。

〈
子
〉
と
い
う
男
子
の
尊
称
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
導

き
だ
さ
れ
た
結
論
で
、
こ
の
根
拠
も
目
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。

弟
子
が
執
筆
し
た
に
し
て
は
文
章
が
〈
高
妙
精
微
〉
だ
と
い
う

(22) 
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疑
問
に
対
し
て
は

或
い
は
陰
か
に
指
点
し
て
之
れ
を
裁
定
す
。

と
ま
で
い
い
、
あ
く
ま
で
『
孟
子
』
は
弟
子
が
編
纂
し
た
と

す
る
。(

C
)
は
『
孟
子
』
の
読
み
方
あ
る
い
は
学
問
一
般
の
あ
り
方

で
あ
り
、伊

藤
仁
斎
先
生
孟
子
古
義
を
作
り
て
日
く
、
古
人
の
学
は

経
世
を
以
て
務
め
と
為
し
て
、
修
身
以
て
之
れ
が
本
と
為

し
、
明
道
以
て
之
れ
が
先
と
為
す
。
皆
夫
の
経
世
に
帰
す

る
所
以
な
り
。
故
に
孟
子
の
書
を
釈
す
る
者
、
当
に
前
三

篇
に
於
い
て
其
の
帰
趣
を
観
て
、
後
四
篇
に
於
い
て
其
の

本
づ
く
所
を
知
る
べ
き
な
り
、
と
。

と
い
う
仁
斎
の
見
解
を
唐
突
に
引
用
す
る
の
は
、
腺
の
捉
え

方
を
そ
の
後
に
述
べ
る
た
め
で
は
な
く

此
れ
物
祖
彼
の
常
言
、
以
て
宋
儒
に
殊
異
す
る
者
、
仁
斎

既
に
之
れ
に
先
ん
ず
。

祖
棟
が
宋
学
批
判
と
し
て
常
に
言
っ
て
い
る
こ
と
が
、
実
は

仁
斎
の
見
解
で
あ
る
こ
と
を
い
う
た
め
で
あ
っ
た
。

(
d
)
に
つ
い
て
は
、
「
読
注
疏
」
で
の
成
果
と
考
え
て
よ
か

ろ
う
。

以
上
『
孟
子
説
』
総
論
か
ら
、
腺
が
孟
子
を
道
統
の
な
か
に

位
置
づ
け
、
孟
子
は
孔
子
に
比
肩
し
得
る
と
捉
え
て
い
た
こ
と
、

『
孟
子
』
の
書
は
孟
子
の
弟
子
が
編
纂
し
た
と
す
る
こ
と
な
ど

が
知
れ
る
。

さ
て
、
各
章
の
解
釈
か
ら
腺
の
思
想
を
伺
い
知
る
よ
う
な
点

を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
有
機
的
に
組
み
立
て
る
の
は
、
記
事
の
分

量
の
少
な
さ
か
ら
た
い
へ
ん
難
し
い
。
気
付
い
た
点
と
し
て
は

離
婁
下
の
十
九
章
に
つ
い
て
、

人
の
禽
獣
に
異
な
る
所
以
は
幾
ん
ど
希
な
り
。
孟
子
性
善

を
言
っ
に
於
い
て
、
常
に
幾
ん
ど
希
な
り
と
云
え
ば
、
性

善
は
侍
む
可
き
に
非
ず
。
唯
養
い
て
以
て
徳
を
成
す
可
き

を
見
る
可
き
の
み
。

と
、
短
い
見
解
を
記
す
の
み
。
性
が
善
で
あ
る
と
す
る
の
は

（
性
善
そ
の
も
の
に
対
す
る
見
解
は
『
孟
子
説
』
に
は
な
い
）
、

簡
単
に
は
い
か
な
い
に
し
ろ
、
修
養
す
れ
ば
徳
を
成
就
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
だ
と
す
る
。

ま
た
尽
心
上
の
三
十
八
章
に
つ
い
て

形
色
は
天
性
な
り
、
云
云
。
断
云
わ
く
、
…
（
中
略
）
…

腺
云
わ
く
、
徳
も
亦
天
性
な
り
。
但
し
徳
は
必
ず
須
く
修

め
て
之
れ
を
養
う
べ
し
。
然
ら
ず
ん
ば
徳
成
ら
ず
し
て
、

(23) 
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「
読
注
疏
」
『
孟
子
説
』
で
は
革
命
に
つ
い
て
全
く
触
れ
ら

れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
本
居
宣
長
が
孟
子
を
革
命
を
説
く
不
遜

の
士
と
し
て
毛
嫌
い
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
革
命
を
『
孟
子
』

の
特
色
の
一
と
す
る
見
解
が
腺
に
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
。
こ

こ
で
は
腺
の
革
命
観
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

『
離
屋
集
初
篇
』
に
「
伯
夷
論
」
と
い
う
論
文
が
あ
る
。
論

文
末
尾
の
記
事
に
よ
り
、
「
伯
夷
論
」
が
「
老
子
説
」
の
後
に

執
筆
さ
れ
た
こ
と
は
確
認
で
き
る
が
、
両
者
と
も
成
立
時
期
は

未
詳
で
あ
る
。
た
だ
し
高
橋
広
道
が
ま
と
め
た
『
離
屋
先
生
文

抄
』
に
よ
れ
ば
、
広
道
が
筆
写
し
終
え
た
の
は
文
政
十
年
（
一

四
革
命
説
に
つ
い
て

形
を
配
す
る
に
足
ら
ざ
る
な
り
、
と
。

と
記
し
て
い
る
。
章
の
意
味
と
し
て
大
峯
の
『
孟
子
断
』
の

見
解
を
引
用
し
、
腺
は
修
養
論
と
し
て
の
意
味
を
強
調
し
て
い

る。
総
論
の
(
C
)
に
関
連
さ
せ
て
み
る
な
ら
ば
、
腺
に
は
『
孟
子
』

を
修
養
の
書
と
し
て
読
も
う
と
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

八
二
七
）
晩
春
で
あ
る
の
で
、
遅
く
と
も
こ
の
時
、
す
な
わ
ち

腺
六
十
四
歳
ま
で
に
執
筆
さ
れ
て
い
る
。

内
容
は
、
同
じ
く
「
伯
夷
論
」
末
尾
に
、

前
人
伯
夷
伝
に
弁
ず
る
所
の
者
を
観
、
因
り
て
伯
夷
の
行

事
を
考
え
、
具
さ
に
其
の
語
を
論
じ
、
尽
く
附
会
浮
言
を

剛
去
し
て
、
実
な
る
者
見
る
。

と
自
ら
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
『
史
記
』
伯
夷
列
伝
の
伯
夷

．
叔
斉
の
経
歴
に
関
す
る
記
事
を
、
『
論
語
』
『
孟
子
』
『
荘

子
』
『
呂
氏
春
秋
』
に
基
づ
い
て
再
検
討
を
加
え
た
も
の
で
あ

る。
論
の
冒
頭
、
腺
は
『
孟
子
』
公
孫
丑
上
・
尽
心
下
の
語
に
よ

り
〈
隠
君
子
〉
伯
夷
・
叔
斉
が
時
宜
を
み
て
世
に
出
た
り
或
い

は
隠
れ
た
り
す
る
態
度
を
高
く
評
価
し
、
〈
百
世
の
師
〉
た
る

〈
賢
人
〉
（
『
孟
子
』
尽
心
下
で
は
〈
聖
人
〉
）
だ
と
す
る

（注
6
)
。

さ
て
、
そ
う
し
た
高
い
見
識
を
も
っ
た
伯
夷
で
あ
る
か
ら

武
王
末
に
命
を
受
け
、
紺
を
誅
し
て
兆
民
を
安
ん
ず
る
は
、

聖
人
の
弘
な
り
。
伯
夷
に
し
て
在
せ
ば
、
必
ず
将
た
之
れ

を
輔
け
ん
。
若
し
乃
ち
非
り
て
之
れ
を
怨
み
、
餓
死
す
る

に
至
ら
ば
、
是
れ
命
を
知
ら
ず
、
民
を
憧
ま
ざ
る
な
り
。
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何
ぞ
仁
と
謂
わ
ん
や
。

天
の
〈
命
〉
を
受
け
人
々
の
生
活
を
安
定
さ
せ
る
た
め
に
断

行
す
る
討
王
の
誅
伐
で
あ
れ
ば
、
伯
夷
が
居
合
わ
せ
た
な
ら
ば

必
ず
や
協
力
し
た
で
あ
ろ
う
（
協
力
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と

は
、
伯
夷
が
そ
こ
に
居
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
証
拠
と
な
る
）
、

と
い
う
の
で
あ
る
。

腺
は
湯
武
放
伐
を
肯
定
す
る
。
孟
子
が
紺
王
を
〈
一
夫
〉
に

お
と
し
め
、
紺
王
と
武
王
と
の
君
臣
関
係
を
断
ち
切
っ
た
う
え

で
武
王
に
よ
る
討
伐
を
肯
定
し
た
の
と
は
異
な
る
論
理
、
す
な

わ
ち
〈
命
〉
で
あ
る
こ
と
、
〈
兆
民
を
安
ん
ず
る
〉
た
め
で
あ

る
こ
と
、
こ
の
二
点
を
根
拠
に
革
命
が
正
当
化
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
場
に
居
あ
わ
せ
、
革
命
の
強
行
に
反
対
す
る
こ
と
は
、
〈
命
〉

を
知
ら
ぬ
、
そ
し
て
〈
民
を
憧
ま
〉
な
い
行
為
だ
と
否
定
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

因
み
に
腺
の
抱
く
思
想
の
中
で
〈
命
〉
の
意
味
は
極
め
て
重

い
。
個
々
の
人
を
支
配
す
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
人
の
理
解

を
超
え
る
〈
天
〉
（
腺
の
場
合
〈
神
〉
と
い
っ
て
も
よ
い
）
か

ら
降
さ
れ
る
使
命
、
つ
ま
り
人
と
し
て
は
抗
い
が
た
い
運
命
と

い
う
こ
と
で
あ
る
（
注
7
)
。

確
か
に
「
伯
夷
論
」
の
中
で
、
武
王
は
善
政
を
敷
い
た
文
王

の
後
継
者
で
あ
る
こ
と
、
か
の
太
公
望
で
さ
え
武
王
に
加
担
し

て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
名
君
中
の
名
君
と
さ
れ
、
武
王
討
伐

の
強
行
を
、
武
王
に
例
外
的
に
賦
与
さ
れ
た
〈
命
〉
と
す
る
観

も
あ
る
（
注
8
)
。
し
か
し
腺
の
い
う
〈
命
〉
は
人
の
合
理
的

理
解
を
超
え
る
の
で
、
限
定
的
に
武
王
に
の
み
賦
与
さ
れ
た
と

枠
を
は
め
る
と
矛
盾
が
起
こ
る
。
こ
こ
は
一
般
論
と
し
て
革
命

が
肯
定
さ
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

腺
が
生
き
た
の
は
江
戸
後
期
、
幕
末
も
近
い
。
腺
の
子
弟
の

世
代
に
な
る
と
、
尾
張
藩
も
佐
幕
か
倒
幕
か
で
揺
れ
動
く
こ
と

と
な
る
。
腺
に
ど
れ
ほ
ど
の
時
代
意
識
が
あ
っ
た
か
は
不
明
で

あ
る
が
、
条
件
（
〈
命
〉
で
あ
る
こ
と
、
人
々
の
生
活
を
安
定

さ
せ
る
目
的
で
あ
る
こ
と
）
が
備
わ
れ
ば
、
革
命
を
可
と
す
る

見
解
の
意
味
は
大
き
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

鈴
木
腺
の
孟
子
論
を
考
察
す
る
場
合
、
人
物
論
と
著
作
論
と

は
別
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
腺
は
人
と
し
て
の
孟
朝
を

孔
子
の
教
え
を
正
統
に
継
承
す
る
、
す
な
わ
ち
道
統
の
な
か
に

位
置
づ
け
る
が
、
こ
の
説
は
孟
詞
な
い
し
『
孟
子
』
批
判
に
対

五
お
わ
り
に

(25) 
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す
る
擁
護
論
の
形
で
提
出
さ
れ
て
い
る
。
江
戸
期
に
お
い
て

『
孟
子
』
は
微
妙
な
立
場
に
あ
る
書
物
で
、
孟
朝
や
『
孟
子
』

に
対
す
る
批
判
も
特
定
の
学
派
に
よ
っ
て
の
み
行
な
わ
れ
た
の

で
は
な
い
が
、
腺
が
反
駁
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
狙
練
学
派
、

特
に
太
宰
春
台
に
代
表
さ
れ
る
経
世
派
に
よ
る
批
判
で
あ
っ
た

と
お
も
わ
れ
る
。

腺
は
狙
株
学
派
か
ら
国
学
鈴
門
に
移
っ
た
人
物
で
あ
る
。
腺

が
な
ぜ
鈴
門
を
叩
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
憶
測
が
あ
る
の
み
で

定
説
は
ま
だ
な
い
。
た
だ
『
孟
子
』
擁
護
論
の
中
で
吐
露
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
智
術
を
先
行
さ
せ
徳
義
を
蔑
ろ
に
す
る
祖
株

学
派
の
一
部
の
徒
の
姿
勢
に
は
憤
り
を
感
じ
て
い
た
ら
し
い
。

鈴
門
に
入
っ
た
後
も
徳
義
を
追
求
し
た
腺
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、

不
満
で
あ
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。
あ
る
い
は
そ
の
不
満
が
鈴
門

に
入
る
後
押
し
を
し
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

さ
て
著
作
と
し
て
の
『
孟
子
』
に
つ
い
て
、
腺
は
『
論
語
』

同
様
『
孟
子
』
は
弟
子
が
編
纂
し
た
も
の
と
す
る
。
ま
た
『
孟

子
説
』
の
断
片
的
な
記
事
か
ら
で
は
あ
る
が
、
腺
が
『
孟
子
』

を
修
養
の
書
と
し
て
読
も
う
と
す
る
傾
向
も
伺
え
る
。

問
題
の
革
命
説
に
つ
い
て
は
、
腺
は
そ
れ
を
運
命
と
し
、
ま

た
民
の
た
め
だ
と
し
て
是
認
す
る
。
賢
者
な
ら
ば
積
極
的
に
加

3
 

2
 

ー

「
徳
川
家
記
録
」
に
よ
り
腺
は
〈
明
倫
堂
教
授
〉
で
は
な

く
〈
明
倫
堂
教
授
並
〉
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
（
鈴
木
腺

顕
彰
会
編
『
鈴
木
腺
』
・
一
九
六
七
年
・
鈴
木
腺
顕
彰
会
）

『
愛
知
女
子
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
第
二
十
九
号
人
文
編

•
一
九
九
六
年

太
宰
春
台
の
「
孟
子
論
」
（
『
斥
非
』
の
付
録
）
で
は
、

孟
子
が
孔
子
と
異
な
る
点
と
し
て
、
主
君
が
暗
君
で
あ
れ

ば
臣
下
も
暗
愚
に
な
る
と
す
る
こ
と
、
管
仲
を
あ
ま
り
評

価
し
な
い
こ
と
、
性
善
説
を
力
説
す
る
こ
と
、
伯
夷
を
聖

人
と
も
ち
あ
げ
て
い
る
こ
と
、
統
治
方
法
を
王
道
と
覇
道

注

担
す
る
と
ま
で
い
う
。
腺
に
あ
っ
て
は
革
命
を
是
認
す
る
た
め

の
細
工
な
ど
必
要
で
は
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
腺
は
孟
轄
も
『
孟
子
』
も
高
く
評
価
す
る
の
だ

が
、
晩
年
に
ま
と
め
ら
れ
た
『
離
屋
学
訓
』
で
は
『
孟
子
』
を

『
論
語
』
と
同
列
に
位
置
づ
け
て
は
い
な
い
。
幕
末
を
背
景
と

し
つ
つ
、
孟
子
の
革
命
論
を
是
認
し
な
が
ら
、
や
は
り
腺
に
あ

っ
て
も
『
孟
子
』
は
微
妙
な
書
物
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

(26) 
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5
 

4
 

と
の
二
つ
に
分
け
て
い
る
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
、
さ
ら

に
孟
子
批
判
と
し
て
策
が
迂
遠
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
た
め

に
採
用
さ
れ
ず
力
を
も
ち
得
な
か
っ
た
こ
と
、
時
代
錯
誤

で
あ
る
こ
と
な
ど
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

『
孟
子
古
義
』
総
論

『
孟
子
断
』
総
論

伯
夷
を
高
く
評
価
し
な
が
ら
、
伯
夷
を
〈
聖
人
〉
か
ら

〈
賢
人
〉
へ
位
置
付
け
を
か
え
て
い
る
。
太
宰
春
台
は
「
孟

子
論
」
上
で
〈
夫
れ
朝
既
に
仲
尼
に
違
い
て
伯
夷
を
聖
人

と
謂
う
〉
の
は
〈
亦
妄
な
ら
ず
や
〉
と
批
判
し
て
い
る
。

8
 

7
 
腺
の
「
天
道
論
」
（
『
離
屋
集
初
篇
』
所
収
）
に
詳
し
い
。

拙
稿
「
鈴
木
腺
「
天
道
論
」
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
文
莫
』

二
十
号
・
一
九
九
六
年
・
鈴
木
腺
学
会
）
参
照
。

太
宰
春
台
は
「
孟
子
論
」
上
の
中
で
、
〈
彼
れ
（
賢
人
君

子
I
鵜
飼
注
）
其
の
之
れ
を
為
す
や
、
常
道
も
て
行
な
う

可
く
ん
ば
即
ち
之
れ
を
行
な
い
、
其
の
或
い
は
不
可
な
ら

ば
、
即
ち
時
を
視
て
権
を
行
な
う
。
湯
の
架
を
放
じ
武
王

の
討
を
討
ち
、
周
公
の
二
叔
を
誅
す
る
が
若
き
に
至
り
て

は
、
皆
聖
人
の
事
な
れ
ば
、
後
世
磯
り
無
し
〉
と
い
っ
て
、

湯
武
放
伐
を
特
殊
事
例
と
し
て
い
る
。

(27) 




