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害
道
は
近
年
盛
ん
に
な
っ
て
行
く
傾
向
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
誠
に
結
構
な
事
と
存
じ
ま
ず
。
西
洋
の
學
間
や
藝
術

思
想
と
い
っ
た
も
の
が
這
人
り
ま
し
て
、

そ
れ
が
線
｀
｀
つ
い
て
以
来
彼
是
六
七
十
年
に
た
り
ま
せ
う
が
、
此
の
両
洋
文
明

に
押
ざ
れ
て
興
先
に
衰
へ
た
も
の
は
、
従
来
勢
を
振
つ
て
居
た
漢
學
で
ご
ざ
い
ま
ず
。
漢
學
が
衰
へ
ま
し
た
の
で
、
漢

詩
や
漢
文
の
藝
術
も
次
第
に
衰
へ
て
、
作
抒
も
次
第
に
少
く
な
り
、
今

H
で
は
陸
け
方
に
星
を
見
る
や
う
に
甚
だ
淋
し

く
な
っ
て
居
り
ま
す
。
是
ま
で
永
い
間
東
洋
m
心
想
を
支
配
し
て
居
た
漢
學
が
既
に
衰
へ
ま
し
た
の
で
、

も
切
れ
な
い
密
接
な
闊
係
に
あ
り
ま
し
た
書
道
は
、
影
も
形
も
な
く
、
自
分
の
住
居
で
あ
り
な
が
ら
人
に
取
ら
れ
て
し

ま
つ
て
、
自
分
は
住
む
に
も
住
む
所
が
な
く
な
っ
た
や
う
に
、
甚
だ
憐
む
べ
き
状
態
に
衰
微
し
た
の
で
ご
ざ
い
ま
ず
。

併
し
な
が
ら
西
洋
文
明
も
能
く
味
つ
て
見
る
と
、
都
て
が
都
て
戚
心
ず
べ
き
も
の
で
な
い
こ
と
が
段
々
分
る
や
う
に
な

り
、
ま
た

H
本
の
國
が
全
面
的
に
西
洋
の
色
に
染
っ
た
ら
、

や
が
て
滅
亡
を
免
が
れ
な
い
こ
と
が
心
配
に
な
っ
て
参
り

ま
し
た
盆
に
、
日
本
精
紳
を
務
揮
せ
よ
、
東
洋
の
藝
術
を
行
重
せ
よ
、
東
洋
の
學
間
を
復
興
せ
よ
、
斯
う
い
ふ
臀
が
何

先
づ
非
ぃ
道
の
盛
衰
に
就
て
、
極
く
大
骰
の
事
を
申
し
上
げ
ま
ず
。

懐
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虞
か
ら
と
も
な
く
起
る
や
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
れ
が
丼
道
に
影
響
を
及
ぼ
し
ま
し
て
、

五

に
な
っ
て
行
く
氣
運
を
表
は
し
つ
＼
あ
る
の
で
。
こ
ざ
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
壽
道
に
密
接
た
賜
係
の
あ
る
漢
學
は
、
ま
だ

錆
び
つ
い
て
居
て
、
光
が
出
ず
に
居
り
ま
ず
が
、
是
は

H
本
精
紳
、
東
洋
思
想
を
尊
重
し
、
且
つ
そ
れ
を
維
持
し
て
行

く
上
に
大
切
な
學
問
で
ご
ざ
い
ま
ず
か
ら
、
是
か
ら
盛
に
な
る
と
も
、
更
に
衰
へ
る
こ
と
は
な
い
繹
で
ご
ざ
い
ま
す
。

是
か
ら
得
と
叢
と
の
闊
係
を
申
し
上
げ
ま
す
。

凡
を
普
通
の
場
合
に
於
て
、
害
を
書
く
と
い
ふ
事
は
、
其
の
害
が
一
定
の
形
に
た
っ
て
居
り
ま
ず
か
ら
、
其
の
形
を

害
く
と
い
ふ
事
で
ご
ざ
い
ま
ず
。

い
ま
ず
。
昔
の
人
に
叢
を
讀
む
と
い
ふ
言
葉
が
ご
ざ
い
ま
す
。
罷
を
讀
む
と
は
霊
を
品
評
ず
る
意
味
で
ご
ざ
い
ま
ず
け

れ
ど
も
、

何
だ
か
瑳
た
戚
じ
が
致
し
ま
ず
。
け
れ
ど
も
害
は
叢
で
あ
り
、
霊
は
内
で
あ
る
と
い
ふ
事
に
氣
が
つ
い
て
見

れ
ば
、
需
を
讀
む
と
は
害
を
讀
む
即
ち
字
を
讀
む
事
だ
と

f
解
が
出
来
る
の
で
ご
ざ
い
ま
ず
。
支
那
の
漢
の
冊
の
揚
チ

璽
と
い
ふ
人
が
、
翡
は
心
の
霊
で
あ
る
と
申
し
て
居
り
ま
す
。
害
は
其
の
形
を
害
く
の
だ
と
考
へ
た
ら
、

を
心
で
見
れ
ば
壼
で
あ
り
、
目
で
見
た
微
を
心
で
見
れ
ば
害
で
ご
ざ
い
ま
ず
。
要
ず
る
に
害
と
叢
と
は
裏
と
表
と
の
相

違
で
、
物
そ
の
物
は
同
じ
物
で
、

あ
る
の
を
能
く
見
ま
ず
。
成
程
叢
は
好
く
粛
い
て
ご
ざ
い
ま
ず
が
、
書
が
不
味
い
盆
に
、
折
角
よ
く
害
け
た
需
も
似
物

に
な
っ
て
居
り
ま
ず
。
題
賛
は
重
尼
聾
の
足
り
な
い
所
を
補
ふ
国
の
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
替
へ
ば
芭
蕉
の
甕
を
か
い

書

道

と

學

問

そ
れ
で
害
を
害
く
と
い
ふ
事
は
、
詰
り
避
を
害
く
と
い
ふ
事
と
大
骰
同
じ
事
で
ご
ざ

目
で
見
た
害

そ
れ
に
疑
ふ
べ
き
餘
地
は
少
し
も
ご
ざ
い
ま
せ
ぬ
。
慮
が
近
頃
の
南
叢
に
、
題
賛
の

一
日
蓑
へ
た
も
の
が
又
盛
ん



て
申
し
ま
ず
な
れ
ば
、
垢
が
取
れ
て
俗
な
氣
が
な
く
、

て
、
夜
来
風
雨
ノ
臀
と
題
賛
し
た
ら
、
芭
蕉
だ
け
の
驚
で
も
、
雨
に
打
た
れ
風
に
揺
ら
れ
て
居
る
有
様
が
、
書
に
浮
ん

で
見
え
ま
ず
。
是
は
害
が
叢
で
あ
り
、
霊
が
書
で
あ
る
こ
と
を
聯
想
し
た
戚
じ
の
印
象
で
ご
ざ
い
ま
ず
。

を
か
く
人
で
も
、
害
道
に
熟
逹
し
な
い
で
題
賛
な
ど
を
致
し
ま
ず
る
と
、
其
の
驚
は
未
成
品
だ
と
言
は
れ
て
も
已
む
を

得
ま
ぜ
ぬ
。
次
に
害
の
上
に
現
は
れ
た
氣
訊
の
事
を
申
し
上
げ
ま
ず
。

害
は
形
を
旨
＜
害
く
事
だ
け
が
藝
術
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ぬ
。
形
に
氣
訊
が
た
け
れ
ば
平
凡
に
な
っ
て
、

白
味
が
ご
ざ
い
ま
せ
ぬ
。
顔
興
卿
を
僕
似
て
俗
字
に
た
り
、

乏
し
い
総
に
目
立
つ
の
で
ご
ざ
い
ま
ず
。
故
に
曹
道
は
何
と
い
つ
て
も
氣
訊
が
眼
目
で
ご
ざ
い
ま
ず
。

何
ぞ
や
と
申
し
ま
ず
れ
ば
、

そ
れ
故
に
書

サ

ッ

パ

リ

面

山
谷
、
東
琥
を
健
似
て
癖
が
出
来
ま
ず
所
以
は
、
氣
韻
の

ざ
て
氣
韻
と
は

口
で
言
へ
ず
筆
で
書
け
ず
、
目
で
見
て
心
に
悟
る
よ
り
外
は
ご
ざ
い
ま
せ
ぬ
。
例
へ
ば
物

の
白
い
赤
い
黒
い
は
、
目
で
は
一
見
し
て
解
り
ま
ず
が
、
説
明
は
困
難
で
あ
る
と
同
じ
事
で
ご
ざ
い
ま
ず
。
併
し
強
い

一
種
の
美
戚
と
一
種
の
雅
味
の
あ
る
も
の
、
そ
れ
が
氣
訊
で
ご

ざ
い
ま
ず
。
其
の
氣
訊
は
墨
に
よ
っ
て
も
現
は
れ
、
筆
に
よ
っ
て
も
現
は
れ
、
ま
た
自
分
の
平
息
識
に
よ
っ
て
も
現
は
れ
、

其
の
反
判
に
無
意
識
に
よ
っ
て
も
現
は
れ
ま
ず
。
最
も
高
い
氣
訊
は
無
慈
識
か
ら
現
は
れ
、

懐

徳

其
の
次
の
氣
韻
は
意
識
か

ら
現
は
れ
、
ま
た
其
の
次
の
氣
韻
は
筆
か
ら
現
は
れ
、
最
後
の
卑
い
氣
韻
は
墨
か
ら
現
は
れ
ま
ず
。
墨
か
ら
現
は
れ
た

氣
韻
は
、
墨
色
の
濃
淡
が
エ
合
よ
く
出
て
居
る
事
を
戚
ず
る
美
し
ざ
で
ご
ざ
い
ま
ず
。
筆
か
ら
現
は
れ
た
氣
韻
は
、
筆

勢
が
巧
妙
に
運
ば
れ
て
居
る
事
を
戚
ず
る
美
し
ざ
で
ご
ざ
い
ま
ず
。
慈
識
か
ら
現
は
れ
る
氣
韻
は
、
か
や
う
に
粛
か
う

五
四



と
思
つ
て
、

か
ら
現
は
れ
る
氣
韻
は
、
か
う
掛
か
う
と
は
思
は
な
い
の
に
、
か
う
能
く
杏
け
た
が
、

害
は
何
と
云
つ
て
も
自
分
の
杏
を
自
分
で
旨
く
書
く
の
が
晋
道
の
極
致
で
ご
ざ
い
ま
ず
。

め
に
大
家
の
書
を
習
つ
て
、

そ
れ
を
興
似
る
こ
と
が
第
一
の
要
義
で
ご
ざ
い
ま
ず
。

た
所
で
、
如
何
に
よ
く
顔
箕
卿
を
興
似
た
所
で
、

一
人
の
大
家
を
目
常
と
せ
ず
に
、
多
く
の
大
家
を
相
手
と
し
て
、

在
り
で
、
頭
に
人
れ
て
頭
で
得
く
、

そ
れ
を
自
分
の
個
性
で
味
ふ
事
で
ご
ざ
い
ま
ず
。

五
五

か
や
う
に
書
け
た
も
の
、
即
ち
思
っ
た
通
り
に
書
け
た
も
の
に
戚
ず
る
美
し
ざ
で
ご
ざ
い
ま
ず
。
無
意
識

そ
れ
で
も
何
だ
か
足
り
な
い
や

う
で
も
あ
り
足
つ
て
居
る
や
う
で
も
あ
る
、
だ
が
此
の
上
は
如
何
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
、
人
の
藝
を
超
越
し
て
天
の

藝
で
あ
る
と
戚
ず
る
美
し
ざ
で
ご
ざ
い
ま
ず
。
然
ら
ば
墨
か
ら
筆
、
筆
か
ら
意
識
、
慈
識
か
ら
無
意
識
に
氣
訊
を
高
め

そ
れ
迄
に
な
る
に
は
、
初

そ
れ
で
其
の
人
の
得
を
寸
逢
も
違

は
ず
に
鍵
似
る
こ
と
が
出
来
た
ら
、
先
づ
素
人
の
上
逹
し
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
ず
。
併
し
如
何
に
よ
く
王
義
之
を
興
似

そ
れ
は
王
義
之
の
書
で
あ
り
顛
興
卿
の
書
で
あ
っ
て
、
自
分
の
害
で

は
ご
ざ
い
ま
せ
ぬ
。
自
分
の
害
と
な
る
に
は
、
自
分
の
個
性
が
出
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ぬ
。
個
性
を
出
ず
法
と
し
て
は
、

何
れ
も
是
れ
も
習
つ
て
見
る
事
で
ご
ざ
い
ま
ず
。
け

れ
ど
も
一
っ
／
＼
筆
を
執
つ
て
習
ふ
事
を
言
ふ
の
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ぬ
。
王
義
之
が
言
っ
た
通
り
、
平
聾
は
筆
の
先
き
に

ざ
う
云
ふ
方
法
で
、
多
く
の
人

の
苦
を
頭
で
習
ふ
内
に
、
自
分
の
偲
性
で
そ
れ
を
融
合
陶
冶
し
て
、
途
に
は
個
性
の
あ
る
自
分
の
害
と
な
る
の
で
ご
ざ

い
ま
ず
。
洞
朝
の
王
麓
壼
と
云
ふ
人
は
、
其
の
叢
に
就
て
斯
ん
な
事
を
申
し
て
居
り
ま
す
。
古
人
の
法
で
も
な
け
れ
ば

書

逍

と

學

問

て
行
く
に
つ
い
て
少
し
説
明
致
し
ま
ず
。



自
分
の
手
で
も
な
い
、

そ
れ
か
と
云
つ
て
古
人
の
法
が
な
い
で
も
な
い
、
ま
た
自
分
の
手
で
な
い
こ
と
も
な
い
、

と
申

し
て
居
り
ま
す
。
害
道
に
於
て
も
熟
逹
す
れ
ば
ざ
う
な
る
事
は
常
然
で
ご
ざ
い
ま
ず
。
大
骰
素
人
は
、
誰
の
害
風
は
好

き
、
誰
の
書
風
は
嫌
い
と
能
く
申
し
ま
す
が
、
書
は
人
の
顔
形
が
違
つ
て
居
る
や
う
に
、

ま
ず
。

そ
れ
で
好
き
不
好
は
一
應
常
然
の
事
の
や
う
に
思
ひ
ま
す
が
、
併
し
人
間
は
顛
ば
か
り
で
好
き
不
好
は
袂
め
ら

れ
ま
ぜ
ぬ
、
大
部
分
は
其
の
人
の
性
格
で
決
り
ま
す
。
害
も
全
く
其
の
通
り
で
、
形
ば
か
り
に
囚
は
れ
ず
に
、
氣
韻
の

高
い
卑
い
を
味
つ
て
見
て
、
然
る
後
好
き
不
好
を
決
め
る
事
が
出
来
る
や
う
に
な
ら
た
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ぬ
。
今
申
し

上
げ
た
氣
韻
の
高
い
卑
い
は
、
人
格
の
高
い
卑
い
と
相
伴
ふ
事
は
、
影
の
形
に
従
ふ
や
う
に
な
っ
て
居
り
ま
ず
。
人
格

が
高
け
れ
ば
氣
訊
が
高
く
、
従
っ
て
其
の
害
は
宜
し
い
と
云
ふ
事
に
な
り
ま
ず
。
居
の
穆
宗
皇
帝
が
、
柳
公
櫂
に
害
を

害
く
道
を
聞
か
れ
た
事
が
ご
ざ
い
ま
す
。

丁
度
其
の
頃
穆
宗
皇
帝
は
、
酒
や
色
に
心
を
寄
せ
ら
れ
、
政
事
の
方
が
怠
り

勝
に
た
り
、
左
右
の
大
臣
等
が
心
配
し
て
居
た
時
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
柳
公
櫂
は
心
正
則
筆
正
と
申
し
上
げ
ま
し
た
。

冊
に
之
を
筆
諌
と
稲
し
て
居
り
ま
ず
。
書
と
人
格
と
の
闊
係
は
、
全
く
此
の
通
り
で
ご
ざ
い
ま
ず
。

心
が
正
し
く
な
け

れ
ば
、
害
い
た
害
も
正
し
く
ご
ざ
い
ま
せ
ぬ
。
試
に
支
那
の
書
家
を
見
て
も
分
り
ま
ず
。
晉
肘
か
ら
明
浦
ま
で
凡
そ
一

千
六
百
年
の
間
に
は
、
多
く
の
書
家
が
出
て
居
り
ま
ず
が
、
今
日
其
の
害
の
偲
は
つ
て
居
り
ま
ず
も
の
は
人
格
の
高
い

人
の
も
の
で
、
人
格
の
卑
い
悪
劣
な
人
の
害
は
、
博
は
つ
て
居
り
ま
せ
ぬ
。
然
ら
ば
人
格
を
高
め
る
貧
に
人
格
を
修
養

す
る
學
間
の
必
要
な
る
事
は
、
申
ず
ま
で
も
な
い
事
で
ご
ざ
い
ま
ず
。

懐

徳

只
今
日
本
の
轡
道
は
盛
ん
に
た
り
か
け
て
は
居

一
人
々
々
が
皆
違
つ
て
居
り

五
六



で、 り
ま
す
が
、
遺
憾
な
が
ら
學
間
が
作
は
な
い
。
支
那
の
内
家
と
云
は
れ
る
程
の
人
で
、
學
間
の
な
い
人
は
昔
か
ら
今

H

ま
で
一
人
も
ご
ざ
い
ま
せ
ぬ
。
勿
論
漫
2
深
い
は
あ
り
ま
す
が
、
淡
い
と
云
つ
て
も
経
史
百
家
の
内
に
目
を
通
ざ
た
2

人
は
あ
り
ま
せ
ぬ
。
孔
子
は
道
に
志
し
藝
に
滸
ぶ
と
申
し
て
居
り
ま
ず
。
支
那
の
害
家
は
悉
く
孔
子
の
此
の
言
葉
に
常

嵌
る
人
で
、
日
本
の
人
の
や
う
に
學
問
な
し
に
害
道
を
専
門
と
し
て
居
る
人
は
ご
ざ
い
ま
せ
ぬ
。
内
道
は
寧
ろ
學
間
の

餘
技
で
あ
る
と
見
て
居
り
ま
ず
。

み
に
囚
は
れ
、
氣
訊
は
墨
と
筆
と
の
み
に
よ
っ
て
現
は
れ
、
學
間
か
ら
得
た
氣
韻
が
、
、
こ
ざ
い
ま
せ
ぬ
。

の
書
家
で
あ
る
積
り
で
支
那
に
行
き
ま
ず
と
、

れ
で
は
得
を
書
く
ど
こ
ろ
で
は
た
い
、
軋
を
か
き
に
行
く
や
う
な
も
の
で
ご
ざ
い
ま
ず
。

慮
の
國
々
も
是
に
要
ず
る
備
は
っ
た
経
典
が
あ
り
ま
ず
。

と
深
い
闊
係
の
あ
る
漢
學
を
修
め
る
事
が
、
最
も
常
を
得
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
ず
。
併
し
漢
學
と
云
つ
て
も
、
共
の
範

間
は
極
め
て
浩
繁
に
渉
つ
て
居
り
ま
ず
か
ら
、
論
語
、

修
め
、
ま
た
風
雅
風
流
の
道
は
、

ざ
り
な
が
ら
學
間
に
よ
っ
て
人
格
を
高
め
、
人
格
に
よ
っ
て
氣
訊
を
高
め
た
害
で
ご

こ
れ
も
害
道
と
至
っ
て
深
い
闊
係
が
あ
り
ま
ず
か
ら
、
支
那
の
古
人
の
詩
文
を
學
ん

一
通
り
作
る
事
で
、
ご
ざ
い
ま
ず
。

書

逍

と

學

問

五
七

一
字
千
金
の
債
が
あ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
ず
。

日
本
の
現
在
の
人
の
井
は
、
形
の

そ
れ
で
一
か
ど

日
本
の
看
板
苫
き
が
来
た
と
い
つ
て
相
手
に
な
っ
て
堤
れ
ま
せ
ぬ
。

ぜ
め
て
漢
詩
漢
文
を
一
通
り

だ
が
併
し
害
道
に
親
し
む
人
の
必
要
と
す
る
學
問
は
、
北
ぃ
道

孟
子
、
詩
経
の
如
き
日
常
の
生
活
思
想
の
根
祇
を
た
ず
も
の
を

ざ
う
し
た
ら
人
格
の
高
ま
る
結
果
と
し
て
、
人
の
迩
を
追
ひ
人
の
害
ば
か
り
興

作
れ
る
學
間
が
あ
っ
た
ら
、
喜
ん
で
迎
へ
る
事
で
ご
ざ
い
ま
ず
。

一
骰
人
格
を
修
養
す
る
學
間
と
巾
し
ま
し
た
ら
、
何

ざ
い
ま
ず
か
ら
、
甚
だ
尊
煎
ざ
れ
て
、

こ．



似
て
は
居
れ
な
く
な
り
ま
ず
。

そ
こ
で
墨
と
筆
と
に
よ
っ
て
現
は
れ
る
氣
訊
が
、
更
に
平
息
識
に
よ
っ
て
も
現
は
れ
て
参

り
ま
ず
。
是
れ
ま
で
人
の
掛
を
書
い
て
、
代
背
の
役
を
務
め
て
居
り
ま
し
た
も
の
が
、
今
度
は
自
分
に
自
分
の
背
然
害

け
る
や
う
に
な
り
ま
す
。
ま
た
モ
ツ
と
學
問
を
進
め
て
、
老
子
の
組
子
を
修
め
た
な
れ
ば
、
掛
道
も
更
に
進
ん
で
、
氣
訊

は
最
も
高
い
と
す
る
無
謡
識
に
よ
っ
て
現
は
れ
る
や
う
に
た
り
ま
す
。
老
矛
の
學
は
、
人
生
哲
學
の
最
高
櫂
威
で
ご
ざ

い
ま
す
。
其
の
學
問
の
根
本
義
は
版
無
浦
静
に
し
て
、
無
貧
に
化
す
る
と
云
ふ
事
で
ご
ざ
い
ま
ず
。
即
ち
人
間
は
其
の

精
紳
が
浦
浄
無
垢
で
、
厭
な
雑
念
が
去
つ
て
空
に
た
り
、
氣
が
静
か
に
落
着
い
て
居
れ
ば
、
私
利
私
欲
に
渉
る
事
を
盆

ざ
な
く
な
る
と
云
ふ
事
で
、
自
然
の
人
間
と
た
り
紳
な
が
ら
の
人
間
と
な
り
、
極
め
て
高
い
人
格
の
人
間
と
な
る
と
云

ふ
事
で
ご
ざ
い
ま
ず
。
害
逍
に
於
て
此
の
根
本
義
を
骰
得
し
た
ら
、
俗
受
け
の
杏
を
書
い
て
人
氣
を
取
る
事
に
汲
々
と

し
て
、
利
欲
に
走
る
心
が
無
く
た
り
、
武
ざ
う
と
云
ふ
野
心
を
出
ざ
ず
に
貧
す
事
に
な
り
ま
ず
。

そ
こ
に
自
然
は
人
間

で
あ
り
、
人
間
は
自
然
で
あ
る
性
格
美
の
存
在
を
認
め
る
や
う
に
な
っ
て
参
り
ま
ず
。
人
氣
を
取
ら
ね
ば
生
活
の
道
が

塞
が
る
と
思
ふ
人
も
あ
り
ま
せ
う
が
、
老
子
の
道
は
、
招
か
ず
と
も
自
然
に
来
る
、
求
め
ず
と
も
自
然
に
得
ら
れ
る
、

と
い
ふ
事
に
在
り
ま
ず
。
害
道
も
斯
う
書
か
う
と
思
は
ず
に
斯
う
能
＜
害
け
た
と
な
れ
ば
、
垢
が
取
れ
て
俗
な
所
が
な

く
な
り
、
忠
ぷ
高
な
氣
韻
が
現
は
れ
て
参
り
ま
ず
。

懐

徳

ざ
う
な
れ
ば
祉
の
中
の
人
氣
は
自
然
に
集
ま
つ
て
参
り
ま
ず
に
因
つ

て
、
生
活
の
道
が
塞
が
る
事
は
断
じ
て
ご
ざ
い
ま
せ
ぬ
。
冊
に
は
孔
子
孟
子
の
道
ざ
へ
行
は
れ
な
い
の
に
、
如
何
し
て

老
子
の
道
が
行
は
れ
る
も
の
か
、
と
思
ふ
人
も
あ
り
ま
せ
う
。

そ
れ
は
行
は
な
い
か
ら
行
は
れ
た
い
の
で
、
味
つ
て
見

五
八



て
少
し
で
も
怪
得
し
た
な
れ
ば
、
少
し
で
も
行
は
れ
る
道
で
ご
ざ
い
ま
ず
。
取
分
け
て
井
道
に
親
し
む
人
に
は
、
斯
の
一

終
り
に
臨
ん
で
断
つ
て
罹
き
ま
ず
。
前
に
幾
度
も
漢
學
と
申
し
ま
し
た
が
、
是
は
日
本
で
言
ふ
漢
學
の
事
で
、
宋
學

二

十

周

年

回

顧

二
十
周
年
阿
顧
の
一
端

の

開

堂

式

と

定

期

講

演

懐
穏
堂
煎
建
以
後
、
早
や
二
十
年
の
歳
月
は
流
れ
た
。

五
九

回
顧
す
れ
ば
私
が
懐
穏
堂
勤
務
の
僻
令
を
受
け
て
、
始
め
て

堂
に
登
っ
た
時
は
、
開
堂
式
を
行
ふ
前
一
月
、
即
ち
大
正
五
年
九
月
十
五
日
で
、
講
堂
も
事
務
所
も
た
ゞ
外
廓
が
出
来

た
の
み
で
、
内
部
の
設
備
着
手
に
大
混
雑
の
最
中
で
あ
っ
た
。
使
丁
室
に
は
糟
谷
と
い
ふ
老
夫
婦
の
小
使
が
居
る
ば
か

り
、
事
務
を
執
る
に
も
紙
も
筆
も
な
い
有
様
な
の
で
、
是
か
ら
俄
に
冊
帯
道
具
を
買
集
め
た
り
、
電
話
や
瓦
斯
管
の
敷

設
交
渉
や
ら
、
開
堂
式
學
行
の
準
備
に
、

8
々
大
多
忙
を
極
め
た
が
、
終
に
め
で
た
＜
十
月
十
五
日
盛
大
な
る
開
堂
式

端

に
到
ず
る
漢
學
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ぬ
か
ら
御
承
知
を
願
ひ
ま
ず
。
（
終
）

道
が
尤
も
必
要
餓
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
思
ひ
ま
ず
。

吉

田

鋭

雄


