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古
の
善
く
道
を
為
す
者
は 

 
 

              

【
大
体

だ
い
た
い

の
意
味

い

み

内
容

な
い
よ
う

】
往
昔

お
う
じ
ゃ
く

の
、
「
道 ど

う

」
理 り

を
善 よ

く
体
得

た
い
と
く

し
た
者 も

の

は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
民

じ
ん
み
ん

を
明
敏

め
い
び
ん

に
し

た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
凡
愚

ぼ

ん

ぐ

で
あ
る
か
の
よ
う
に
配
慮

は
い
り
ょ

し
た
。
人
民

じ
ん
み
ん

で
治 お

さ

め
に
く
い
の
は
、
自
分

じ

ぶ

ん

の
利 り

に
敏 さ

と

く
、「
道 ど

う

」
理 り

を
無
視

む

し

し
た
知
識

ち

し

き

を
や
た
ら
と
振 ふ

り
か
ざ
す
者 も

の

た
ち
で
あ
る
。
だ
か
ら
功
利
的

こ
う
り
て
き

な
知 ち

を

重
視

じ
ゅ
う
し

し
た
政
治

せ

い

じ

は
、
国 く

に

を
害 が

い

す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
理
知

り

ち

を
振 ふ

り
回 ま

わ

さ
ず
に
国 く

に

を
治 お

さ

め
る
こ
と

が
、
国
家

こ

っ

か

に
と
っ
て
の
幸
福

こ
う
ふ
く

に
つ
な
が
る
。
こ
の
二 ふ

た

つ
の
こ
と
を
わ
き
ま
え
る
こ
と
が
、「
稽
式

け
い
し
き

」
す
な
わ

ち
「
法
則

ほ
う
そ
く(

式)

を
稽

か
ん
が

え
実
践

じ
っ
せ
ん

す
る
こ
と
」
に
な
る
の
だ
。
言 い

い
換 か

え
れ
ば
、
こ
の
世 よ

を
成 な

り
立 た

た
せ
て
い

る
「
道 ど

う

」
理 り

を
稽

か
ん
が

え
、
そ
の
「
道 ど

う

」
理 り

に
従

し
た
が

っ
た
生 い

き
方 か

た

を
実
践

じ
っ
せ
ん

し
よ
う
と
す
る
努
力

ど
り
ょ
く

で
あ
る
。
常 つ

ね

に
こ

の
「
稽
式

け
い
し
き

」
を
知 し

る
べ
く
修
行

し
ゅ
ぎ
ょ
う

す
る
こ
と
、
こ
れ
を
「
玄 げ

ん

徳 と
く

」
と
い
う
。「
玄 げ

ん

徳 と
く

」
と
は
「
玄 く

ろ

」
く
て
深 ふ

か

く
、
そ
し
て
深
淵

し
ん
え
ん

な
る
生
命

せ
い
め
い

の
「

徳
は
た
ら

き
」
で
あ
る
。
万
物

ば
ん
ぶ
つ

が
皆 み

な

そ
こ
へ
と
帰
還

き

か

ん

す
る
よ
う
な
、
根
源

こ
ん
げ
ん

で
あ

る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
我
々

わ
れ
わ
れ

は
、「
大
順

だ
い
じ
ゅ
ん

」
つ
ま
り
「
大 お

お

い
な
る
自
然

じ

ね

ん

へ
の
順
応

じ
ゅ
ん
の
う

」
の
境
地

き
ょ
う
ち

に
至 い

た

る
の
で

あ
る
。 

 

こ
の
章
は
よ
く
誤
解
さ
れ
ま
す
。「
愚
民

ぐ

み

ん

政
治

せ

い

じ

」
を
説
く
も
の
、
つ
ま
り
「
民
衆
を
愚
か
な
存
在
に
し
て
、
支
配
し
や

す
く
す
る
べ
き
だ
」
と
主
張
し
て
い
る
と
決
め
つ
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
浅
は
か
で
く

だ
ら
な
い
考
え
方
と
す
る
の
は
、『
老
子
』
全
体
を
読
ん
で
い
な
い
者
の
独
断
に
過
ぎ
ま
せ
ん
（
も
ち
ろ
ん
、「
愚
民

古
い
に
し
え

の
善 よ

く
道 み

ち

を
為 な

す
者 も

の

は
、
以 も

っ

て
民 た

み

を
明 あ

き

ら
か
に
す
る
に
非 あ

ら

ず
、
将 ま

さ

に
以 も

っ

て

こ
れ
を
愚 お

ろ

か
に
せ
ん
と
す
。
民 た

み

の
治 お

さ

め
難 が

た

き
は
、
其 そ

の
智 ち

の
多 お

お

き
を
以 も

っ

て
な
り
。

故 ゆ
え

に
智 ち

を
以 も

っ

て
国 く

に

を
治 お

さ

む
る
は
、
国 く

に

の
賊 ぞ

く

。
智 ち

を
以 も

っ

て
国 く

に

を
治 お

さ

め
ざ
る
は
、
国 く

に

の
福 ふ

く

な
り
。
此 こ

の
両
者

り
ょ
う
し
ゃ

を
知 し

る
は
、
亦 ま

た
稽 け

い

式 し
き

な
り
。
常 つ

ね

に
稽 け

い

式 し
き

を
知 し

る
、
是 こ

れ

を
玄 げ

ん

徳 と
く

と
謂 い

う
。
玄 げ

ん

徳 と
く

は
深 ふ

か

し
、
遠 と

お

し
。
物 も

の

、
与 と

も

に
反 か

え

る
。
然 し

か

る
後 の

ち

乃
す
な
わ

ち

大
順

だ
い
じ
ゅ
ん

に
至 い

た

る
。 



政
治
」
を
実
行
し
よ
う
と
す
る
不
届
き
な
権
力
者
や
大
富
豪
は
た
く
さ
ん
い
る
の
で
要
注
意
で
す
が
）
。 

『
老
子
』
全
編
を
通
じ
て
忌
み
嫌
わ
れ
て
い
る
『
智
』
と
は
、
宇
宙
・
自
然
・
世
界
・
時
間

じ

か

ん

・
空
間

く
う
か
ん

・
人
間

じ
ん
か
ん(

『
人
間

に
ん
げ
ん

』

と
は
本
来
は
「
人
間

じ
ん
か
ん

」
で
す)

の
力ダ

イ

動
的

ナ
ミ
ッ
ク

な
均
衡

バ
ラ
ン
ス

を
つ
か
さ
ど
る
「
道み

ち

」
の
「

徳
は
た
ら
き

」
を
ゆ
が
め
た
り
狂
わ
せ
た
り
す

る
よ
う
な
、
利
益
に
偏

か
た
よ

っ
た
「
智
」
な
の
で
す
。 

た
と
え
ば
、
東
日
本
大
震
災
で
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
街
が
破
壊
さ
れ
津
波
で
流
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
の
後
、

被
災
地
域
の
復
興
の
た
め
３
０
兆
円
規
模
も
の
巨
額
の
金
額
が
用
意
さ
れ
ま
す
。
世
界
第
３
位
の
経
済
大
国
日
本
の

国
家
予
算
の
ほ
ぼ
３
分
の
１
に
当
た
る
と
て
つ
も
な
く
大
き
な
お
お
き
な
お
金
で
す
が
、
被
災
し
た
人
々
は
き
ち
ん

と
救
わ
れ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
か
。
到
底
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

復
興
で
発
生
す
る
利
権
に
群む

ら

が
る
大
手
ゼ
ネ
コ
ン
（g

e
n
e
ra

l

ゼ

ネ

ラ

ル 
c
o
n
tra

c
to

r

コ

ン

ト

ラ

ク

タ

ー

の
略
：
大
手
の
総
合
建
設
業
者
）
に
よ

っ
て
、
放
射
能
汚
染
も
受
け
て
い
る
現
地
で
の
復
興
作
業
に
伴
う
危
険
か
ら
、
通
常
よ
り
も
は
る
か
に
割
高
の
料
金

が
国
に
請
求
さ
れ
ま
し
た
。
た
し
か
に
危
険
な
現
場
で
働
く
人
々
に
は
一
応
割
増
賃
金
は
支
払
わ
れ
た
も
の
の
、
そ

れ
で
も
は
る
か
に
高
い
利
益
を
企
業
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
計
算
さ
れ
て
い
て
、
ま
じ
め
な
労
働
者
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、

何
よ
り
も
一
番
救
援
の
必
要
な
被
災
者
の
方
々
に
は
、
そ
こ
ま
で
豊
か
な
配
慮
が
届
か
ず
、
手
を
汚
さ
な
い
大
企
業

ば
か
り
が
「
焼
け
太
り
」
し
て
い
ま
す
。「
焼
け
太
り
」
と
は
火
事
な
ど
で
保
険
金
や
見
舞
金
な
ど
を
受
け
取
り
、
か

え
っ
て
以
前
よ
り
金
持
ち
に
な
る
こ
と
で
す
が
、
大
手
業
者
自
身
は
「
火
事
」
に
も
遭あ

わ
ず
、
よ
そ
の
災
害
で
ど
で

か
く
「
焼
け
太
り
」
で
き
る
の
で
、
災
害
が
あ
る
と
目
の
色
変
え
て
「
復
興
」
へ
群む

ら

が
る
わ
け
で
す
。 

こ
ん
な
風
に
、
不
幸
が
あ
っ
て
も
そ
れ
を
最
大
限
利
用
し
て
利
益
を
得
よ
う
と
す
る
「
智
」
を
ど
う
思
い
ま
す
か
。 

こ
こ
に
挙
げ
た
の
は
ほ
ん
の
一
例
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
別
に
ゼ
ネ
コ
ン
だ
け
が
ず
る
賢
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日

本
の
様
々
な
分
野
で
、
世
界
中
で
、
道
理
を
無
視
し
、
バ
ラ
ン
ス
を
稽

か
ん
が

み
な
い
「
智
」
の
行
使
が
当
た
り
前
の
様
に

行
わ
れ
て
い
ま
す
。 

２
５
０
０
年
前
の
老
子
が
こ
の
よ
う
な
「
智
」
を
何
度
も
や
り
玉
に
挙
げ
て
批
判
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
同
じ

よ
う
な
こ
と
は
そ
ん
な
大
昔
か
ら
繰
り
返
し
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
意
味
し
ま
す
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
あ
き
ら
め

た
り
認
め
た
り
し
て
よ
い
と
は
思
え
ま
せ
ん
。 

ま
た
、
自
分
自
身
が
こ
う
し
た
ず
る
賢
い
「
智
」
の
行
使
者
で
は
な
い
と
、
断
定
す
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。 

そ
の
つ
も
り
は
な
く
て
も
、
自
分
だ
っ
て
当
事
者
か
も
し
れ
な
い
の
で
す
。 

常
に
自
己
批
判
の
精
神
も
、
持
ち
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。 


