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序
論 

 

研
究
の
目
的
と
背
景 

 

本
論
文
は
、
王
弼
・
張
湛
・
郭
象
の
注
釋
を
、
大
き
く
「
始
終
論
」
と
「
聖
人
論
」
を
通
し
て
檢
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
國
思
想
史
の
な
か
で
も
魏
晉
玄
學

の
思
想
を
新
し
い
視
點
か
ら
再
考
す
る
こ
と
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。 

哲
學
に
お
い
て
「
始
」
「
終
」
の
問
題
は
宇
宙
の
始
原
と
そ
の
終
局
を
考
え
る
と
い
う
普
遍
的
な
テ
ー
マ
で
あ
り
、
存
在
論
に
お
い
て
の
「
始
」
「
終
」
は
、
死
生

觀
と
も
直
結
す
る
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
未
知
生
、
焉
知
死
」
（
『
論
語
』
先
進
篇
）
や
「
古
之
眞
人
、
不
知
説
生
、
不
知
惡
死
」
（
『
莊
子
』
内
篇
・
大
宗
師
篇
）

の
よ
う
に
、
中
國
の
思
想
は
、
生
死
の
問
題
に
つ
い
て
言
及
は
す
る
も
の
の
、
深
く
觸
れ
ず
に
議
論
す
る
こ
と
を
避
け
る
傾
向
が
あ
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
思
想
史

の
中
で
、「
始
」「
終
」
を
思
想
の
對
象
と
し
て
議
論
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
文
獻
を
檢
討
し
て
み
る
と
、「
原
始
反
終
、
故

知
死
生
之
説
」（
『
周
易
』
繫
辭
上
傳
）
の
よ
う
に
は
っ
き
り
と
「
始
」「
終
」
が
注
目
す
べ
き
も
の
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
中
國
思
想
史

に
お
い
て
、
「
始
」
「
終
」
に
關
す
る
思
惟
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
議
論
が
要
求
さ
れ
な
か
っ
た
點
、
ま
た
は
重
視
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

點
に
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
考
え
が
及
ぶ
。
本
論
文
の
主
要
テ
ー
マ
で
あ
る
「
始
終
論
」
は
そ
の
よ
う
な
疑
問
か
ら
出
發
す
る
。
な
ぜ
「
始
」

「
終
」
が
重
視
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
に
答
え
る
前
に
、
ま
ず
必
要
な
作
業
は
、
「
始
」
「
終
」
を
思
想
の
概
念
と
し
て
考
察
し
、
中
國
思
想
史
の
中
で
議
論
と
し
て

組
み
立
て
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
本
論
文
は
考
察
の
對
象
時
代
と
し
て
、
中
國
思
想
史
の
な
か
で
も
魏
晉
時
代
を
對
象
と
し
て
考
え
る
。
そ
れ
は
有
無
論
を

含
め
、
中
國
思
想
史
に
お
い
て
も
際
立
つ
哲
學
的
な
議
論
が
魏
晉
時
代
の
玄
學
思
想
に
お
い
て
行
わ
れ
、
本
論
文
の
重
要
テ
ー
マ
で
あ
る
「
始
」「
終
」
を
議
論
す
る

上
で
豐
富
な
ベ
ー
ス
を
提
供
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。 

 

始
終
論
の
ほ
か
、
本
論
文
の
も
う
一
つ
の
テ
ー
マ
は
、
理
想
的
な
人
格
像
を
考
察
す
る
た
め
の
「
聖
人
論
」
で
あ
る
。
聖
人
論
に
お
け
る
本
論
文
の
主
な
關
心
は
、

「
聖
人
」
の
み
な
ら
ず
、「
凡
人
」
に
向
か
っ
て
い
る
。
聖
人
の
理
想
的
な
姿
を
前
提
と
し
な
が
ら
も
、
凡
人
に
お
い
て
立
派
な
人
閒
に
な
る
可
能
性
が
示
さ
れ
る
の
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か
、
示
さ
れ
る
と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
か
に
焦
點
が
あ
る
。
ま
た
、
本
論
文
で
は
、
こ
の
時
代
の
聖
人
論
を
考
察
す
る
と
き
に
主
に
擧
げ
ら
れ
る
既

存
の
「
性
」「
情
」
の
議
論
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
、
聖
人
と
凡
人
が
同
じ
く
「
人
閒
」
で
あ
り
、
そ
の
「
人
閒
」
に
内
在
す
る
「
心
」「
情
」「
德
」
を
、
新
し
い
題
材

と
し
て
設
定
し
檢
討
し
た
い
。
中
國
思
想
は
我
々
凡
人
に
お
い
て
諸
々
の
敎
え
を
傳
え
る
が
、
そ
れ
を
成
し
遂
げ
る
理
想
的
な
人
格
は
、
凡
人
に
は
甚
だ
遠
い
存
在

と
し
て
提
示
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
人
閒
が
到
達
し
が
た
い
理
想
像
に
凡
人
が
ど
の
よ
う
に
し
て
向
き
合
う
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
本
論
文
は
、

凡
人
が
理
想
的
な
人
格
を
目
指
す
こ
と
を
可
能
と
さ
せ
る
き
っ
か
け
を
思
想
史
の
な
か
で
考
察
し
た
く
、
そ
の
構
造
や
方
法
が
ど
の
よ
う
に
提
示
さ
れ
る
の
か
に
つ

い
て
の
關
心
を
考
察
の
根
底
に
お
く
。
聖
人
も
凡
人
も
人
閒
な
ら
持
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
「
心
」
「
德
」
「
情
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
用
い
て
、
そ
の
思
想
史
的
な
展
開

の
考
察
を
圖
る
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
「
人
閒
論
」
と
い
う
範
疇
で
考
察
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
本
論
文
の
關
心
は
、
人
閒
そ
の

も
の
で
な
く
「
理
想
的
な
人
格
を
目
指
す
凡
人
」
で
あ
る
た
め
、
理
想
像
と
し
て
提
示
さ
れ
る
「
聖
人
論
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
な
か
で
議
論
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。 

 

「
聖
人
論
」
に
お
い
て
、
人
閒
が
よ
り
良
い
生
き
方
や
意
味
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
問
う
時
に
、
そ
の
問
題
は
、
有
限
と
無
限
と
關
わ
る
人
閒
存
在
の
「
始
」

「
終
」
の
問
題
に
な
る
。
人
閒
が
何
か
を
目
指
す
目
的
的
存
在
で
あ
る
た
め
に
は
、
存
在
の
「
有
限
性
」
が
前
提
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。
存
在
に
お
け
る
「
始
終
」

の
議
論
は
こ
の
よ
う
に
「
聖
人
論
」
と
關
係
す
る
。 

 

研
究
對
象
と
方
法 

 

研
究
對
象
と
研
究
方
法
と
し
て
は
、
魏
晉
玄
學
を
代
表
す
る
注
釋
家
の
う
ち
、
主
に
王
弼
・
郭
象
・
張
湛
の
思
想
を
、
綿
密
な
注
釋
比
較
を
通
し
て
行
う
。
彼
ら

の
注
釋
が
基
づ
い
た
本
文
と
の
比
較
や
注
釋
家
の
注
釋
の
相
互
比
較
を
す
る
こ
と
で
、
思
想
の
展
開
や
推
移
を
把
握
す
る
こ
と
は
勿
論
、
玄
學
と
い
う
グ
ル
ー
プ
の

な
か
で
の
類
似
性
や
差
異
を
も
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
研
究
方
法
は
、
古
勝
隆
一
氏
の
「
あ
た
か
も
中
立
的
な
裝
い
を
呈
す
る
近
代
以

降
の
注
釋
と
異
な
り
、
漢
唐
に
お
け
る
古
書
の
解
釋
は
注
者
の
個
性
を
色
濃
く
反
映
さ
せ
る
。
そ
こ
で
注
釋
を
專
門
に
讀
む
場
合
、
お
の
お
の
の
注
が
も
つ
獨
自
の

思
想
を
た
し
か
め
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
そ
し
て
注
の
思
想
を
知
っ
た
上
で
、
さ
ら
に
一
歩
進
ん
で
注
釋
と
正
文
の
閒
の
こ
ま
や
か
で
密
接
な
や
り
と
り
を
注
意

深
く
窺
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
１

と
い
う
問
題
意
識
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
本
論
文
で
は
、
主
に
王
弼
注
と
『
老
子
』
『
周
易
』
本
文
、
郭
象
注
と
『
莊
子
』
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本
文
、
張
湛
注
と
『
列
子
』
本
文
を
綿
密
に
比
較
檢
討
す
る
こ
と
を
研
究
方
法
と
し
、
考
察
を
進
め
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
各
注
釋
者
の
思
想
が
よ
り
具
體
的
な
も

の
と
し
て
理
解
で
き
、
相
互
關
係
を
比
較
す
る
こ
と
で
玄
學
思
想
に
お
け
る
注
釋
の
傾
向
お
よ
び
、
そ
の
展
開
ま
で
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。 

 
先
行
研
究
を
踏
ま
え
た
本
論
文
の
見
通
し 

 

 

本
論
文
は
「
始
終
論
」「
聖
人
論
」「
心
」
論
と
い
う
構
成
で
で
き
て
い
る
が
、「
心
」
論
は
、
本
論
文
で
人
閒
の
も
つ
「
心
」
を
、
人
閒
の
理
想
像
と
し
て
の
聖
人

論
の
延
長
と
し
て
議
論
す
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
大
き
く
「
始
終
論
」
「
聖
人
論
」
と
い
う
範
疇
に
お
い
て
、
思
想
史
の
展
開
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。 

ま
ず
、「
始
終
論
」
に
お
い
て
、
中
國
思
想
史
に
お
け
る
「
始
」
と
「
終
」
と
を
、
と
も
に
思
想
の
テ
ー
マ
と
し
て
議
論
し
た
先
行
研
究
は
、
麥
谷
邦
夫
氏
の
研
究

が
あ
る
２

。
麥
谷
氏
の
研
究
で
は
、「
始
」
を
宇
宙
論
や
存
在
論
の
面
に
お
い
て
説
明
し
て
お
り
、
道
家
や
道
敎
の
生
成
論
を
究
明
す
る
上
で
重
要
な
考
察
を
示
し
て

い
る
。
ま
た
、
麥
谷
氏
に
よ
る
と
、「
始
」
と
「
終
」
は
「
主
と
し
て
こ
の
世
界
の
中
で
自
然
の
變
化
の
法
則
や
人
事
の
變
遷
を
意
識
し
た
も
の
」「
五
德
終
始
説
は
、

…
…
易
の
循
環
論
を
補
強
す
る
た
め
の
理
論
と
し
て
採
用
さ
れ
た
」
３

の
よ
う
に
中
國
思
想
に
お
け
る
「
變
化
」
や
「
循
環
」
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、「
終
」

に
つ
い
て
は
、「
天
地
の
崩
壞
を
説
く
思
想
が
道
家
系
の
思
想
の
中
に
見
ら
れ
は
す
る
が
、
そ
れ
は
永
遠
不
滅
の
道
の
存
在
に
對
し
て
物
の
世
界
の
有
限
性
を
主
張
す

る
と
い
う
文
脈
で
副
次
的
に
現
れ
る
極
く
ま
れ
な
例
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
状
況
も
魏
晉
南
北
朝
に
お
け
る
佛
敎
思
想
の
受
容
と
道
敎
敎
理
の
形
成
に

と
も
な
っ
て
大
き
く
變
化
し
て
い
く
」
４

と
し
、
「
終
」
を
主
に
宗
敎
の
面
で
考
察
し
て
い
る
。
本
論
文
は
、
麥
谷
氏
の
考
察
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
「
始
」
の
み
な
ら

ず
「
終
」
を
一
つ
の
思
想
概
念
と
し
て
注
目
し
分
析
し
よ
う
と
試
み
る
。
そ
の
た
め
、
本
論
文
の
第
一
章
「
王
弼
の
始
終
論
」
で
は
、
生
成
論
と
循
環
論
の
側
面
で

「
始
」
と
「
終
」
と
を
各
々
檢
討
し
、
と
く
に
「
終
」
に
お
け
る
王
弼
の
「
歸
終
」
「
反
終
」
の
語
を
檢
討
す
る
。
第
二
章
「
『
莊
子
』
郭
象
注
の
始
終
論
」
で
は
、

郭
象
思
想
の
ベ
ー
ス
に
あ
る
氣
論
に
觸
れ
な
が
ら
、
「
始
」
「
終
」
を
考
察
す
る
。
第
三
章
「
『
列
子
』
張
湛
注
の
始
終
論
」
で
は
、
「
始
」
と
「
終
」
と
に
分
け
て
、

そ
の
生
成
變
化
論
を
檢
討
し
、
張
湛
の
始
終
論
を
王
弼
・
郭
象
と
の
關
連
の
な
か
で
考
察
す
る
。 

こ
の
よ
う
な
考
察
を
通
し
て
、
魏
晉
時
代
に
お
け
る
「
始
」「
終
」
と
い
う
哲
學
の
概
念
を
よ
り
は
っ
き
り
示
す
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
そ
の
思
想
的
な
展
開
を
探

る
こ
と
で
魏
晉
時
代
の
思
想
を
一
層
豐
富
に
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
と
考
え
る
。
さ
ら
に
は
、「
始
終
論
」
を
哲
學
の
範
疇
で
あ
る
生
成
論
・
變
化
論
・
循
環
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論
及
び
、
本
體
論
と
い
う
思
想
分
類
を
用
い
て
檢
討
す
る
こ
と
で
、
中
國
思
想
の
哲
學
と
し
て
の
普
遍
性
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
。 

さ
て
、
宇
宙
や
存
在
の
「
始
」
と
「
終
」
へ
の
關
心
は
、「
始
」
と
「
終
」
に
限
ら
れ
る
時
空
閒
を
生
き
る
存
在
、
と
く
に
人
閒
と
は
深
く
關
連
す
る
。
な
ぜ
な
ら

ば
、
存
在
自
體
は
必
然
と
し
て
そ
の
存
在
の
「
始
」
「
終
」
を
持
つ
こ
と
に
な
る
た
め
で
あ
り
、
人
閒
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
「
生
」
「
死
」
の
問
題
に
な
る
か
ら
で

あ
る
。
人
閒
に
お
い
て
、
理
想
的
な
状
態
へ
至
る
可
能
性
や
そ
の
姿
を
體
現
で
き
る
方
法
に
つ
い
て
議
論
す
る
こ
と
は
、
人
閒
存
在
の
目
的
性
を
考
え
る
こ
と
と
深

く
關
わ
っ
て
い
る
た
め
、
廣
く
は
中
國
思
想
史
に
お
け
る
存
在
論
を
考
察
す
る
上
で
も
重
要
な
作
業
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

「
聖
人
論
」
に
お
い
て
、
聖
人
の
特
色
の
述
べ
る
議
論
は
樣
々
で
あ
る
が
、
と
く
に
本
論
文
の
考
察
對
象
時
代
で
あ
る
魏
晉
時
代
に
お
い
て
、「
凡
人
」
と
「
聖
人
」

の
違
い
を
考
察
し
て
明
ら
か
に
し
た
先
行
研
究
と
し
て
は
、
徐
大
源
氏
の
王
弼
に
關
す
る
研
究
が
あ
る
５

。
徐
氏
は
、「
有
無
」
に
お
け
る
「
聖
凡
」
に
つ
い
て
考
察

し
、
兩
方
の
違
い
に
つ
い
て
、
凡
人
は
「
不
通
無
」
「
不
體
無
」
、
聖
人
は
「
通
無
」
「
體
無
」
と
ま
と
め
て
い
る
６

。
本
論
文
は
、
徐
氏
の
研
究
を
踏
ま
え
な
が
ら
、

本
論
文
の
第
四
章
「
王
弼
の
聖
人
論
」
に
お
い
て
、
聖
人
と
凡
人
の
共
通
す
る
人
閒
と
し
て
の
要
素
を
、「
有
無
」
と
の
關
連
性
で
は
な
く
、
人
閒
に
内
在
す
る
「
心
」

「
情
」
「
德
」
に
關
連
づ
け
て
檢
討
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
そ
し
て
、
そ
の
延
長
と
し
て
、
第
五
章
「
『
莊
子
』
郭
象
注
に
お
け
る
「
心
」
に
つ
い
て
」
で
は
、
さ
ら

に
「
心
」
に
し
ぼ
っ
て
、
聖
人
と
凡
人
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
こ
の
よ
う
な
考
察
を
通
し
て
、
王
弼
の
み
な
ら
ず
、
魏
晉
の
ほ
か
の
注
釋
者
の
聖
人
や
凡
人
に
つ
い

て
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
、
新
し
い
議
論
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
は
、
聖
人
と
凡
人
の
違
い
の
み
を
示
す
こ
と
か
ら
一
層
進
ん
で
、
凡
人
が
理
想
像
を
體

現
で
き
る
方
法
を
探
る
土
臺
を
示
す
こ
と
が
期
待
で
き
る
。 

                                         

         

 

１ 

古
勝
隆
一
「
郭
象
に
よ
る
『
莊
子
』
刪
定
」『
中
國
中
古
の
學
術
』
、
研
文
出
版
、
二
〇
〇
六
、
二
二
五
頁
（
初
出
、『
東
方
學
』
第
九
一
輯
、
一
九
九
四
年
一
月
、

五
九
頁
）
を
參
照
。 

２ 

麥
谷
邦
夫
「
始
と
終
」
『
中
國
宗
敎
思
想
』
１
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
、
二
二
四
～
二
三
一
頁
。 

３ 

麥
谷
氏
、
前
掲
書
、
二
二
九
頁
を
參
照
。 

４ 

麥
谷
氏
、
前
掲
書
、
二
三
〇
頁
を
參
照
。 

５ 

徐
大
源
、
北
京
大
學
博
士
研
究
生
學
位
論
文
『
王
弼
刑
名
與
經
論
的
研
究
』
、
北
京
大
學
、
二
〇
〇
〇
年
六
月
。 

６ 

徐
氏
、
前
掲
學
位
論
文
、
七
一
～
七
八
頁
を
參
照
。 
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第
一
章 

王
弼
の
始
終
論 

   
 

 
 

 
 

始
め
に 

 

世
に
あ
ら
わ
れ
た
存
在
の
「
始
ま
り
」
と
「
終
わ
り
」
に
つ
い
て
、
東
西
古
今
を
問
わ
ず
人
類
は
考
え
て
き
た
。
中
國
思
想
で
は
、
と
く
に

「
始
ま
り
」
に
關
し
て
は
、
『
莊
子
』
齊
物
論
篇
１

と
そ
れ
を
踏
ま
え
た
『
淮
南
子
』
俶
眞
訓
「
始
め
が
あ
り
、
そ
の
始
め
が
あ
る
以
前
の
始
め

が
あ
り
、
そ
の
始
め
の
始
め
が
あ
る
以
前
の
始
め
の
始
め
の
始
め
が
あ
る
」
２

の
よ
う
に
、
早
く
か
ら
存
在
の
「
始
ま
り
」
に
對
す
る
考
え
が
あ

っ
た
。
ま
た
、
『
易
緯
乾
鑿
度
』
３

や
『
列
子
』
天
端
篇
４

は
「
太
易
」
「
太
初
」
「
太
始
」
「
太
素
」
の
よ
う
に
萬
物
の
始
原
を
細
分
化
し
、

各
々
を
「
ま
だ
氣
が
顯
れ
て
い
な
い
狀
態
」
「
氣
の
始
ま
り
」
「
形
の
始
ま
り
」
「
質
の
始
ま
り
」
の
よ
う
に
も
説
明
し
て
い
る
。 

 

中
國
思
想
に
お
い
て
の
「
始
」
、
そ
し
て
「
終
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
先
行
硏
究
に
は
、
麥
谷
邦
夫
氏
の
硏
究
が
あ
る
５

。
麥
谷
氏
の
硏
究
は
、

ま
ず
、
「
始
ま
り
」
に
つ
い
て
、
「
宇
宙
の
始
原
、
天
地
生
成
の
原
初
に
つ
い
て
の
思
考
を
集
大
成
し
た
も
の
」
６

と
す
る
『
淮
南
子
』
俶
眞
訓
、

及
び
樣
々
な
テ
キ
ス
ト
に
含
ま
れ
て
い
る
「
始
ま
り
」
を
分
析
し
、
形
式
論
、
生
成
變
化
論
、
循
環
論
の
側
面
で
考
察
し
て
い
る
。 

 

そ
れ
で
は
中
國
思
想
史
に
お
い
て
「
終
わ
り
」
と
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
萬
物
の
「
終
わ
り
」
は
、
「
終
わ
り
の
終

わ
り
…
…
」
の
よ
う
に
無
限
の
「
終
わ
り
」
に
は
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
、
『
周
易
』
彖
傳
で
は
、
「
終
わ
れ
ば
則
ち
始
ま
る
有
る
な
り
」
７

の

よ
う
に
、
萬
物
の
存
在
の
「
終
わ
り
」
の
次
に
、
ま
た
何
か
が
「
始
ま
る
」
と
い
う
宇
宙
の
循
環
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
中
國
思
想
史
に

お
け
る
「
終
わ
り
」
と
關
連
し
て
麥
谷
氏
は
、
道
敎
の
終
末
説
が
佛
敎
と
の
關
係
の
中
か
ら
展
開
さ
れ
、
佛
敎
か
ら
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
、

中
國
獨
自
の
終
末
説
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
る
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
８

。 

 

こ
の
よ
う
な
「
始
ま
り
」
と
「
終
わ
り
」
に
關
す
る
古
代
思
想
と
そ
の
先
行
硏
究
を
踏
ま
え
て
、
本
章
で
は
、
と
く
に
王
弼
（
二
二
六
―
二

四
九
）
の
思
想
を
「
始
ま
り
」
「
終
わ
り
」
を
テ
ー
マ
に
し
て
分
析
し
て
み
た
い
。 
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本
章
は
主
に
『
周
易
注
』
『
老
子
道
德
經
注
』
を
對
象
と
す
る
が
、
王
弼
の
注
釋
は
、
『
周
易
』
と
『
老
子
』
の
そ
れ
ぞ
れ
の
經
文
に
基
づ

い
て
忠
實
に
注
釋
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
が
、
そ
の
一
方
、
『
老
子
』
で
『
易
』
を
解
釋
し
よ
う
と
す
る
「
以
老
釋
易
」
や
『
易
』
で
『
老
子
』

を
解
釋
す
る
「
以
易
釋
老
」
な
ど
の
面
も
見
え
る
９

。
そ
こ
で
、
本
章
は
と
く
に
『
老
子
』
と
『
周
易
』
と
い
う
齟
齬
あ
る
テ
キ
ス
ト
を
王
弼
が

ど
の
よ
う
に
消
化
し
た
の
か
を
、
改
め
て
綿
密
に
考
察
す
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
１
０

。 

 
第
一
節 

萬
物
の
生
成
變
化
に
お
け
る
始
ま
り
と
終
わ
り 

  

そ
も
そ
も
王
弼
の
思
想
は
、
「
本
」
「
末
」
議
論
に
代
表
さ
れ
る
本
體
論
的
な
側
面
が
強
く
、
い
わ
ゆ
る
「
本
末
」
論
を
主
と
し
た
と
思
わ

れ
て
き
た
。
そ
の
中
で
、
王
弼
思
想
の
生
成
論
的
な
側
面
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
が
あ
る
。
松
村
巧
氏
は
王
弼
の
生
成
論
的
な
側
面
を

肯
定
す
る
が
、
そ
れ
と
は
逆
に
、
澤
田
多
喜
男
氏
・
堀
池
信
夫
氏
の
よ
う
に
、
生
成
論
的
面
が
少
な
い
と
み
る
見
解
も
あ
る
１
１

。
本
節
で
は
、

王
弼
思
想
の
持
つ
生
成
論
的
側
面
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
主
題
と
す
る
。
た
だ
、
本
節
で
は
、
松
村
氏
の
論
考
か
ら
さ
ら
に
進
め
て
、
「
始

ま
り
」
「
終
わ
り
」
を
通
し
て
檢
討
す
る
こ
と
で
、
王
弼
の
生
成
論
的
側
面
に
關
し
て
新
た
な
見
解
を
提
示
す
る
。 

 

１ 

『
周
易
注
』
の
生
成
變
化
に
お
け
る
始
ま
り
と
終
わ
り 

  

そ
れ
で
は
ま
ず
、
『
周
易
注
』
の
「
始
ま
り
」
と
「
終
わ
り
」
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。
屯
卦
の
彖
傳
の
王
注
に
は
次
の
よ
う
に
い
う
。 

 

彖
曰
、
屯
、
剛
柔
始
交
而
難
生
、
動
乎
險
中
。
大
亨
、
貞
。
〔
王
注
、
始
於
險
難
、
至
於
大
亨
而
後
全
正
。
…
…
〕
天
造
草
昧
、
宜
建
侯
而

不
寧
。
〔
王
注
、
屯
體
不
寧
、
故
利
建
侯
也
。
屯
者
、
天
地
造
始
之
時
也
。
造
物
之
始
、
始
於
冥
昧
、
故
曰
草
昧
也
。
處
造
始
之
時
、
所
宜

之
善
、
莫
善
建
侯
也
。
〕
（
『
周
易
注
』
屯
卦
彖
傳
） 
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彖
に
曰
く
、
屯
、
剛
柔
始
め
て
交
わ
り
て
難
生
じ
、
險
中
に
動
く
。
大
い
に
亨
り
て
、
貞
し
。
〔
王
注
、
險
難
よ
り
始
ま
り
、
大
い
に
亨
る

に
至
り
て
而
る
後
に
正
を
全
く
す
。
…
…
〕
天
は
草
昧
を
造
り
、
宜
し
く
侯
を
建
つ
べ
く
し
て
寧
し
と
せ
ず
〔
王
注
、
屯
の
體
は
寧
し
と
せ

ず
、
故
に
侯
を
建
つ
る
に
利
し
き
な
り
。
屯
な
る
者
は
、
天
地
の
造
始
の
時
な
り
。
造
物
の
始
め
は
、
冥
昧
よ
り
始
ま
る
、
故
に
草
昧
と
曰

う
な
り
。
造
始
の
時
に
處
り
、
宜
し
き
所
の
善
、
侯
を
建
つ
る
よ
り
善
き
も
の
莫
き
な
り
。
〕
。 

  

こ
こ
で
王
弼
は
「
險
難
よ
り
始
ま
り
、
大
い
に
亨
る
に
至
り
て
、
而
る
後
に
正
し
き
を
全
く
す
」
と
い
い
、
「
…
…
よ
り
始
ま
り
、
…
…
而

る
後
に
…
…
（
始
於
…
…
而
後
…
…
）
」
と
い
う
生
成
の
方
向
性
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
「
造
始
之
時
」
「
造
物
之
始
」
「
始
於
」
「
處
造
始

之
時
」
を
用
い
、
彖
傳
よ
り
も
一
層
「
始
ま
る
時
點
」
を
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
こ
こ
で
の
王
弼
の
言
い
方
は
、
『
老
子
』
第
一
章

の
王
注
の
「
始
物
之
妙
」
と
類
似
し
て
お
り
、
王
弼
は
と
く
に
「
物
」
が
「
生
」
じ
て
「
成
」
る
と
い
う
文
脈
で
、
し
ば
し
ば
「
始
」
を
使
っ

て
い
る
。 

 

上
記
、
王
注
に
見
え
る
よ
う
に
、
『
周
易
』
注
釋
に
お
い
て
王
弼
が
用
い
る
、
「
始
於
…
…
而
後
…
…
」
と
い
う
時
閒
軸
の
先
後
構
造
は
、

初
爻
か
ら
始
ま
り
、
そ
れ
が
徐
々
に
進
行
し
顯
現
し
て
上
爻
に
至
る
、
と
い
う
卦
の
生
成
變
化
に
お
け
る
時
點
を
意
識
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
は
、
ま
た
、
王
弼
『
周
易
略
例
』
辯
位
篇
に
お
い
て
、
最
も
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

 

然
則
初
上
者
、
是
事
之
終
始
、
无
陰
陽
定
位
也
。
…
…
初
上
者
、
體
之
終
始
、
事
之
先
後
也
。
故
位
无
常
分
、
事
无
常
所
、
非
可
以
陰
陽
定

也
。
尊
卑
有
常
序
、
終
始
无
常
主
。
（
『
周
易
略
例
』
辯
位
篇
） 

然
ら
ば
則
ち
初
上
な
る
者
は
、
是
れ
事
の
終
始
に
し
て
、
陰
陽
の
定
位
无
き
な
り
。
…
…
初
上
な
る
者
は
、
體
の
終
始
、
事
の
先
後
な
り
。

故
に
位
に
常
の
分
无
く
、
事
に
常
の
所
无
く
、
陰
陽
を
以
て
定
む
可
き
に
非
ざ
る
な
り
。
尊
卑
に
常
の
序
有
る
も
、
終
始
に
常
の
主
无
し
。 

 
 

王
弼
は
生
成
變
化
し
て
い
く
易
卦
と
い
う
考
え
方
を
受
け
入
れ
る
が
、
そ
の
上
、
「
初
爻
」
「
上
爻
」
に
固
定
さ
れ
た
位
は
な
い
と
い
う
「
无
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陰
陽
定
位
」
を
い
い
、
ほ
か
の
『
周
易
』
注
釋
者
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
主
張
を
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
王
弼
の
「
爻
」
認
識
を
簡
單
に
圖

示
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。 

 
生
成
變
化
の
「
始
ま
り
」
―
初
爻
―
固
定
さ
れ
た
位
は
な
い 

 
 

 
 

 
↓ 

生
成
變
化
の
「
終
わ
り
」
―
上
爻
―
固
定
さ
れ
た
位
は
な
い 

 

 

こ
の
よ
う
に
、
と
く
に
始
ま
る
爻
で
あ
る
初
爻
と
終
わ
る
爻
で
あ
る
上
爻
に
固
定
さ
れ
た
位
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
一
つ
の
卦
に
あ
る
六

爻
に
お
い
て
、
王
弼
が
「
始
ま
る
」
時
點
と
「
終
わ
る
」
時
點
に
あ
る
爻
を
、
ほ
か
の
爻
と
は
別
格
と
し
て
考
え
た
こ
と
を
示
す
。
そ
し
て
こ

の
よ
う
な
考
え
方
は
、
「
爻
」
の
變
化
が
重
視
さ
れ
て
い
る
『
周
易
略
例
』
明
卦
適
變
通
爻
篇
に
も
如
實
に
み
え
る
。 

 

夫
卦
者
、
時
也
。
爻
者
、
適
時
之
變
者
也
。
…
…
一
時
之
制
、
可
反
而
用
也
。
一
時
之
吉
、
可
反
而
凶
也
。
故
卦
以
反
對
、
而
爻
亦
皆
變
。
…
…

初
上
者
、
終
始
之
象
也
。
…
…
雖
後
而
敢
爲
之
先
１
２

者
、
應
其
始
也
。
物
競
而
獨
安
靜
者
、
要
其
終
也
。
（
『
周
易
略
例
』
明
卦
適
變
通

爻
篇
） 

夫
れ
卦
な
る
者
は
、
時
な
り
。
爻
な
る
者
は
、
時
の
變
に
適
う
者
な
り
。
…
…
一
時
の
制
、
反
り
て
用
う
可
き
な
り
。
一
時
の
吉
、
反
り
て

凶
と
す
可
き
な
り
。
故
に
卦
は
反
を
以
て
對
し
、
而
し
て
爻
も
亦
た
皆
變
ず
。
…
…
初
上
な
る
者
は
、
終
始
の
象
な
り
。
…
…
後
に
あ
り
と

雖
も
而
れ
ど
も
敢
え
て
之
が
先
と
爲
る
者
は
、
其
の
始
に
應
ず
れ
ば
な
り
。
物
競
う
も
獨
り
安
靜
な
る
者
は
、
其
の
終
を
要
む
れ
ば
な
り
。 

  

こ
こ
で
も
爻
は
、
時
點
の
變
化
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
王
弼
が
「
初
上
な
る
者
は
、
終
始
の
象
な
り
」
と
い
い
、
「
始
」
「
終
」
を
用
い
て

「
初
爻
」
「
上
爻
」
を
説
明
す
る
の
は
、
卦
の
生
成
消
息
を
説
明
す
る
た
め
に
そ
れ
ぞ
れ
の
爻
の
時
點
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
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る
た
め
で
あ
り
、
ま
た
各
爻
の
う
ち
「
初
」
「
上
」
は
固
定
さ
れ
た
位
が
な
い
狀
態
に
あ
る
た
め
、
そ
の
時
點
を
示
す
「
始
」
と
「
終
」
が
よ

り
重
視
さ
れ
た
。 

 

そ
こ
で
重
要
な
點
は
、
王
弼
に
お
い
て
「
始
ま
り
」
と
「
終
わ
り
」
と
は
、
存
在
の
有
限
性
を
示
す
も
の
で
は
な
い
と
い
う
點
で
あ
る
。
王

弼
は
「
无
〇
〇
定
位
」
と
い
う
語
を
「
始
ま
り
」
と
「
終
わ
り
」
と
い
う
時
點
に
取
り
入
れ
て
語
る
こ
と
で
、
存
在
に
無
限
性
を
與
え
て
い
る

の
で
あ
る
。 

 

「
始
ま
り
」
と
「
終
わ
り
」
を
通
じ
て
檢
討
し
た
結
果
、
松
村
巧
氏
が
「
事
物
を
生
成
し
、
活
動
せ
し
め
、
そ
の
營
み
を
成
就
す
る
の
は
、

…
…
そ
れ
は
「
無
形
・
無
爲
」
す
な
わ
ち
知
覺
に
よ
る
認
識
を
越
え
、
作
爲
を
越
え
て
は
た
ら
く
も
の
と
見
な
し
て
い
る
」
１
３

と
、
王
弼
生
成

論
の
性
格
に
つ
い
て
述
べ
る
よ
う
に
、
「
无
○
」
の
語
を
用
い
て
生
成
變
化
を
説
明
す
る
と
い
う
王
弼
生
成
論
の
特
徴
が
、
王
弼
の
『
周
易
』

注
釋
に
も
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
と
く
に
そ
の
生
成
論
に
は
王
弼
の
爻
解
釋
に
よ
っ
て
、
有
限
な
存
在
の
無
限
な
時
點

と
し
て
「
始
ま
り
」
と
「
終
わ
り
」
が
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

２ 

『
老
子
道
德
經
注
』
に
お
け
る
始
ま
り
と
終
わ
り
―
「
始
」
と
「
母
」
を
中
心
に 

  

次
に
、
存
在
の
始
ま
り
と
終
わ
り
に
關
連
し
て
、
『
老
子
』
第
一
章
と
そ
の
王
注
を
中
心
に
檢
討
し
て
み
た
い
。 

 

無
名
天
地
之
始
１
４

、
有
名
萬
物
之
母
〔
王
注
、
凡
有
皆
始
於
無
、
故
未
形
無
名
之
時
、
則
爲
萬
物
之
始
。
及
其
有
形
有
名
之
時
、
則
長
之

育
之
、
亭
之
毒
之
１
５

、
爲
其
母
也
。
言
道
以
無
形
無
名
始
成
、
萬
物
以
始
以
成
、
而
不
知
其
所
以
、
玄
之
又
玄
也
。
〕
。
故
常
無
欲
、
以

觀
其
妙
〔
王
注
、
妙
者
、
微
之
極
也
。
萬
物
始
於
微
而
後
成
、
始
於
無
而
後
生
。
故
常
無
欲
空
虛
、
可
以
觀
其
始
物
之
妙
。
〕
、
常
有
欲
、

以
觀
其
徼
〔
王
注
、
徼
、
歸
終
也
。
凡
有
之
爲
利
、
必
以
無
爲
用
、
欲
之
所
本
、
適
道
而
後
濟
。
故
常
有
欲
、
可
以
觀
其
終
物
之
徼
也
。
〕
、

此
兩
者
同
出
而
異
名
、
同
謂
之
玄
、
玄
之
又
玄
、
衆
妙
之
門
。
〔
王
注
、
兩
者
、
始
與
母
也
１
６

。
同
出
者
、
同
出
於
玄
也
。
異
名
、
所
施
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不
可
同
也
。
在
首
則
謂
之
始
、
在
終
則
謂
之
母
。
玄
者
冥
也
、
默
然
無
有
也
、
始
・
母
之
所
出
也
。
不
可
得
而
名
、
故
不
可
言
、
同
名
曰
玄
。

…
…
〕
（
『
老
子
注
』
第
一
章
） 

無
名
は
天
地
の
始
、
有
名
は
萬
物
の
母
な
り
。
〔
王
注
、
凡
そ
有
は
皆
無
よ
り
始
ま
る
、
故
に
未
形
無
名
の
時
な
れ
ば
、
則
ち
萬
物
の
始
と

爲
る
。
其
の
有
形
有
名
の
時
に
及
べ
ば
、
則
ち
之
を
長
じ
之
を
育
て
、
之
を
亭
め
之
を
毒
し 

、
其
の
母
と
爲
る
な
り
。
言
う
こ
こ
ろ
は
道

は
無
形
無
名
を
以
て
始
め
て
成
し
、
萬
物
は
以
て
始
ま
り
以
て
成
り
、
而
し
て
其
の
所
以
を
知
ら
ざ
る
は
、
玄
の
又
た
玄
な
り
。
〕
。
故
に

常
に
欲
無
く
、
以
て
其
の
妙
を
觀
る
〔
王
注
、
妙
な
る
者
は
、
微
の
極
な
り
。
萬
物
は
微
よ
り
始
ま
り
て
而
る
後
に
成
り
、
無
よ
り
始
ま
り

て
而
る
後
に
生
ず
。
故
に
常
に
欲
無
く
空
虛
に
し
て
、
以
て
其
の
始
物
の
妙
を
觀
る
可
し
。
〕
、
常
に
欲
有
り
て
、
以
て
其
の
徼
を
觀
る
〔
王

注
、
徼
は
、
歸
終
な
り
。
凡
そ
有
の
利
を
爲
す
は
、
必
ず
無
を
以
て
用
と
爲
し
、
欲
の
本
づ
く
所
は
、
道
に
適
い
て
而
る
後
に
濟
る
。
故
に

常
に
欲
有
り
て
、
以
て
其
の
終
物
の
徼
を
觀
る
可
き
な
り
。
〕
此
の
兩
者
は
出
づ
る
を
同
じ
く
す
る
も
而
れ
ど
も
名
を
異
に
す
、
同
じ
き
を

之
れ
玄
と
謂
う
、
玄
の
又
た
玄
、
衆
妙
の
門
な
り
。
〔
王
注
、
兩
者
は
、
始
と
母
と
な
り
。
同
じ
く
出
ず
る
者
は
、
同
じ
く
玄
よ
り
出
ず
る

な
り
。
名
を
異
に
す
る
は
、
施
す
所
同
じ
く
す
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
首
に
在
る
は
則
ち
之
を
始
と
謂
い
、
終
に
在
る
は
則
ち
之
を
母
と
謂
う
。

玄
な
る
者
は
冥
な
り
、
默
然
た
り
て
有
る
無
き
な
り
、
始
・
母
の
出
ず
る
所
な
り
。
得
て
名
づ
く
可
か
ら
ず
、
故
に
言
う
可
か
ら
ず
、
同
じ

く
名
づ
け
て
玄
と
曰
う
。
…
…
〕
。 

  

『
老
子
』
第
一
章
は
、
道
の
非
命
名
性
と
天
地
の
始
原
に
つ
い
て
述
べ
る
箇
所
で
あ
る
が
、
こ
こ
の
王
注
を
注
意
深
く
理
解
す
る
こ
と
で
、

存
在
の
始
ま
り
と
終
わ
り
に
關
す
る
王
弼
の
考
え
が
得
ら
れ
る
。 

 

ま
ず
、
『
老
子
』
第
一
章
の
「
始
」
と
「
母
」
に
つ
い
て
、
王
弼
は
、
「
凡
そ
有
は
皆
無
１
７

よ
り
始
ま
る
、
故
に
未
形
無
名
の
時
な
れ
ば
、

則
ち
萬
物
の
始
と
爲
る
。
其
の
有
形
有
名
の
時
に
及
べ
ば
、
則
ち
之
を
長
じ
之
を
育
て
、
之
を
亭
め
之
を
毒
し
、
其
の
母
と
爲
る
な
り
」
と
い

い
、
「
未
形
無
名
之
時
」
の
無
定
形
の
分
別
で
き
な
い
時
を
萬
物
の
「
始
ま
り
」
と
し
、
萬
物
が
有
形
有
名
に
な
り
つ
つ
あ
る
時
を
「
母
」
と

し
て
説
明
し
て
い
る
。 
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こ
こ
で
王
弼
が
「
時
」
に
よ
っ
て
「
未
形
無
名
之
時
」
「
及
其
有
形
有
名
之
時
」
を
分
け
て
い
る
の
は
、
前
節
で
檢
討
し
た
、
『
周
易
』
解

釋
に
お
い
て
生
成
變
化
の
「
時
點
」
と
し
て
の
爻
を
重
視
し
た
王
弼
の
方
針
が
『
老
子
』
解
釋
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
部
分
で
あ
り
、
王
弼
は

『
周
易
』
解
釋
に
も
『
老
子
』
解
釋
に
も
「
時
」
を
重
視
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。 

 

次
に
、
王
注
「
萬
物
は
微
よ
り
始
ま
り
て
而
る
後
に
成
し
、
無
よ
り
始
ま
り
て
而
る
後
に
生
ず
」
を
見
る
と
、
萬
物
は
「
微
」
「
無
」
か
ら

「
始
ま
る
」
段
階
と
、
「
而
る
後
に
」
「
生
」
「
成
」
す
る
段
階
に
分
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
、
上
述
し
た
『
周
易
』
屯
卦
彖
傳
の
王
注
の

「
…
よ
り
始
ま
り
、
而
る
後
に
…
」
と
い
う
パ
タ
ー
ン
が
『
老
子
』
の
注
釋
に
も
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
『
周
易
』
『
老
子
』
兩
方
に
お

け
る
王
弼
の
生
成
論
の
構
造
の
特
色
で
あ
る
１
８

。
以
上
、
『
周
易
』
と
『
老
子
』
と
い
う
異
な
る
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
、
王
弼
は
統
一
性
を
持

つ
注
釋
文
を
施
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。 

 

一
方
、
王
弼
の
注
釋
に
は
、
も
と
に
な
る
テ
キ
ス
ト
に
對
し
て
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
の
文
脈
か
ら
離
れ
て
、
自
身
の
思
想
を
展
開
し
て
解
釋
す

る
場
合
が
あ
る
１
９

。
『
老
子
』
第
一
章
の
注
釋
は
そ
の
代
表
的
な
例
で
あ
り
、
『
老
子
』
の
い
う
「
兩
者
」
を
、
王
弼
は
「
始
」
と
「
母
」
と

解
釋
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
兩
者
」
の
解
釋
は
、
樣
々
な
議
論
が
あ
る
箇
所
で
あ
り
、
た
と
え
ば
、
河
上
公
注
は
、
「
兩
者
」
を
「
有
欲
」

「
無
欲
」
と
し
て
お
り
２
０

、
『
老
子
』
解
釋
に
お
い
て
王
弼
注
と
は
大
い
に
異
な
る
理
解
を
示
し
て
い
る
。 

 

で
は
、
こ
の
箇
所
に
お
い
て
、
王
弼
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
注
釋
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
把
握
す
る
た
め
に
、
王
注
の
展
開
を
分
析
し

て
み
よ
う
。
王
注
の
「
兩
者
は
、
始
と
母
な
り
。
同
じ
く
出
る
者
は
、
同
じ
く
玄
よ
り
出
ず
る
な
り
。
名
を
異
に
す
る
は
、
施
す
所
同
じ
く
す

可
か
ら
ざ
る
な
り
。
首
に
在
る
は
則
ち
之
を
始
と
謂
い
、
終
に
在
る
は
則
ち
之
を
母
と
謂
う
。
玄
な
る
者
は
、
冥
な
り
、
默
然
た
り
て
有
る
無

き
な
り
、
始
・
母
の
出
ず
る
所
な
り
」
を
見
る
と
、
王
弼
は
、
「
兩
者
」
を
、
直
前
に
出
て
い
る
『
老
子
』
の
「
始
」
と
「
母
」
で
あ
る
と
し
、

そ
の
う
え
、
興
味
深
い
説
明
を
加
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
玄
か
ら
出
て
「
首
に
在
る
」
も
の
が
「
始
」
、
同
じ
く
玄
か
ら
出
て
「
終
に
在
る
」

も
の
が
「
母
」
と
い
う
の
で
あ
る
。 

 

そ
れ
で
は
、
こ
こ
の
王
注
に
お
け
る
、
「
母
」
と
「
始
」
と
の
關
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
ま
ず
「
母
」
に
つ
い
て
、
普
通
に
考
え
れ

ば
、
「
母
」
は
萬
物
の
先
に
存
在
し
て
お
り
、
萬
物
を
「
生
み
出
す
」
存
在
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
王
弼
は
萬
物
の
先
に
あ
る
「
始
」
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と
、
萬
物
を
生
み
出
す
「
母
」
と
を
、
生
成
に
お
い
て
時
閒
的
に
區
別
す
る
。
つ
ま
り
、
王
弼
は
『
老
子
』
の
「
始
―
母
」
の
關
係
を
、
生
成

の
「
始
―
終
」
と
い
う
、
時
閒
な
い
し
順
序
關
係
と
し
て
把
握
し
、
そ
こ
で
「
母
」
を
「
終
わ
り
に
在
る
」
も
の
と
し
て
い
る
。
『
老
子
』
の

本
文
か
ら
み
る
と
、
こ
こ
で
「
終
」
と
い
う
概
念
が
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
は
い
さ
さ
か
唐
突
で
あ
り
、
特
殊
な
讀
み
で
あ
る
。 

 

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
點
は
、
萬
物
の
存
在
、
何
か
の
誕
生
の
そ
の
時
點
を
、
王
弼
が
「
始
」
と
「
終
」
と
で
分
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

し
て
そ
の
分
か
れ
目
は
、
「
形
名
」
の
有
無
で
あ
る
。
ま
た
、
王
弼
に
存
在
の
生
成
に
は
「
始
ま
り
」
と
「
終
わ
り
」
と
い
う
一
定
の
時
閒
差

が
あ
る
２

１

。
こ
の
よ
う
に
萬
物
の
「
生
成
」
自
體
に
も
時
點
變
化
の
過
程
が
あ
る
と
考
え
て
み
る
と
、
そ
の
過
程
の
最
初
に
は
、
萬
物
は
形
も

な
く
名
も
な
い
「
始
ま
り
」
の
段
階
、
そ
れ
が
進
ん
で
い
き
、
萬
物
が
形
と
名
を
持
ち
つ
つ
あ
る
狀
態
に
及
ぶ
段
階
と
し
て
「
終
わ
り
」
が
あ

り
、
そ
の
「
終
わ
り
」
の
時
點
に
「
母
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
『
老
子
』
第
一
章
王
弼
注
の
生
成
の
過
程
は
、
次
の
よ
う
な
構
造
を
も
つ
。 

 

生
成
の
「
始
」
―
「
未
形
無
名
之
時
」
―
生
成
過
程
の
「
首
に
在
り
」 

 
 

 
 

 
 

 

↓ 

生
成
の
「
母
」
―
「
及
有
形
有
名
之
時
」
―
生
成
過
程
の
「
終
に
在
り
」 

  

こ
れ
は
『
老
子
』
生
成
論
の
「
天
下
の
萬
物
は
有
よ
り
生
じ
、
有
は
無
よ
り
生
ず
」
（
第
四
十
章
）
の
「
無
→
有
→
天
下
の
萬
物
」
と
い
う

構
造
に
お
い
て
、
王
弼
が
「
天
下
の
物
は
、
皆
有
を
以
て
生
を
爲
す
。
有
の
始
ま
る
所
、
無
を
以
て
本
と
爲
す
。
…
…
」
２
２

と
注
し
た
こ
と
に

も
通
じ
る
。
要
す
る
に
、
王
弼
は
『
老
子
』
の
存
在
の
「
有
無
」
生
成
論
を
繼
承
し
て
お
り
、
「
無
→
有
」
生
成
の
閒
に
、
「
生
成
の
過
程
」

を
設
定
し
た
。
そ
の
上
、
そ
の
過
程
の
「
始
ま
り
」
と
「
終
わ
り
」
と
し
て
、
「
始
」
と
「
母
」
と
が
加
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
２

３

。
そ
こ

で
、
存
在
以
前
の
、
生
成
の
段
階
は
「
本
」
と
し
て
本
質
的
な
狀
態
で
あ
り
、
こ
れ
を
強
調
す
る
點
が
王
弼
を
本
體
論
者
と
稱
す
る
根
據
に
な

る
の
で
あ
ろ
う
。 
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┌
―
―
―
―
―
―
本
質
的
な
狀
態
―
―
―
―
―
―
┐ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「
無
」
→
→
→
「
始
」
→
…
…
…
…
→
「
母
」
→
→
→ 

有 

 
 

 
 

 

→ 

生
成
の
「
始
」
→
→ 

生
成
の
「
終
」
→ 

 

 

以
上
、
『
周
易
』
『
老
子
』
の
王
注
の
考
察
か
ら
、
王
弼
生
成
論
に
お
い
て
「
始
ま
り
」
と
「
終
わ
り
」
が
有
限
な
存
在
の
「
本
質
的
な
時

點
」
と
し
て
提
示
さ
れ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
『
老
子
』
の
「
無
か
ら
有
へ
」
の
生
成
論
に
加
え
、
王
弼
は
「
生
成
過
程
の
始
ま
り

と
終
わ
り
」
を
設
定
し
、
そ
こ
に
各
々
「
始
」
と
「
母
」
が
あ
る
と
考
え
た
こ
と
も
確
認
し
た
。 

 

ま
た
、
存
在
自
體
の
「
始
ま
り
」
と
「
終
わ
り
」
は
、
通
常
考
え
る
萬
物
の
終
極
で
は
な
く
、
生
成
變
化
の
「
無
限
定
の
時
點
」
で
あ
る
。

そ
れ
は
『
周
易
』
『
老
子
』
そ
の
い
ず
れ
と
も
異
な
る
、
明
ら
か
に
發
展
を
成
し
遂
げ
た
生
成
變
化
論
で
あ
る
。 

 

第
二
節 

循
環
に
お
け
る
終
わ
り
と
始
ま
り 

 
 

前
節
で
は
、
王
弼
の
萬
物
存
在
の
生
成
變
化
に
か
か
わ
る
始
ま
り
と
終
わ
り
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
本
節
で
は
、
循
環
と
か
か
わ
る
「
復
」

「
歸
」
「
反
」
と
「
始
」
「
終
」
と
の
關
係
を
王
弼
が
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
か
を
考
察
し
て
み
た
い
。 

 

 

１ 

『
周
易
注
』
の
循
環
に
お
け
る
終
わ
り
と
始
ま
り 

 

 

ま
ず
、
『
周
易
』
と
そ
の
王
注
を
檢
討
し
て
み
よ
う
。 
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天
地
之
道
、
恆
久
而
不
已
也
。
利
有
攸
往
、
終
則
有
始
也
。
〔
王
注
、
得
其
常
道
、
故
終
則
復
始
。
往
无
窮
也
。
〕
（
『
周
易
注
』
恆
卦
彖

傳
） 

天
地
の
道
、
恆
久
に
し
て
已
ま
ざ
る
な
り
。
往
く
攸
有
る
に
利
あ
り
、
終
れ
ば
則
ち
始
ま
る
有
る
な
り
〔
王
注
、
其
の
常
道
を
得
、
故
に
終

れ
ば
則
ち
復
た
始
ま
る
。
往
き
て
窮
ま
る
无
き
な
り
。
〕
。 

 

 

こ
こ
で
、
恆
卦
彖
傳
の
「
終
わ
れ
ば
則
ち
始
ま
る
有
り
」
と
す
る
部
分
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
王
弼
は
、
彖
傳
の
「
終
」
「
始
」
の
關
係
を

「
終
わ
っ
た
後
に
ま
た
始
ま
る
」
と
い
う
連
續
性
と
し
て
捉
え
、
「
復
」
を
積
極
的
に
循
環
と
し
て
用
い
て
い
る
。
こ
こ
で
「
復
」
と
は
「
ま

た
」
２
４

の
意
で
あ
り
、
「
復
」
を
通
し
て
「
終
」
か
ら
「
始
」
へ
と
存
在
が
循
環
す
る
と
い
う
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
「
終
わ

り
か
ら
始
ま
り
へ
」
と
つ
な
が
る
循
環
の
考
え
方
は
、
蠱
卦
彖
傳
と
そ
の
王
注
に
も
確
認
で
き
る
。 

 

先
甲
三
日
、
後
甲
三
日
、
終
則
有
始
、
天
行
也
。
〔
王
注
、
…
…
終
則
復
始
、
若
天
之
行
用
四
時
也
。
〕
（
『
周
易
注
』
蠱
卦
彖
傳
） 

甲
に
先
ん
ず
る
こ
と
三
日
、
甲
に
後
る
る
こ
と
三
日
、
終
れ
ば
則
ち
始
ま
る
有
り
、
天
行
な
り
〔
王
注
、
…
…
終
れ
ば
則
ち
復
た
始
ま
り
、

天
の
行
四
時
を
用
う
る
が
若
き
な
り
。
〕
。 

  

本
章
第
一
節
で
檢
討
し
た
王
弼
思
想
の
生
成
論
的
な
側
面
と
關
連
付
け
て
彖
傳
の
王
弼
注
釋
を
考
え
る
と
、
こ
れ
は
、
上
爻
の
「
終
わ
り
」

の
時
點
で
固
定
さ
れ
た
位
が
な
い
狀
態
に
な
り
、
そ
こ
か
ら
「
ま
た
（
復
）
」
固
定
さ
れ
た
位
が
な
い
初
爻
の
「
始
ま
り
」
へ
「
轉
換
」
さ
れ
、

さ
ら
な
る
「
生
成
」
に
繋
が
る
と
い
う
「
循
環
」
を
あ
ら
わ
す
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
「
復
」
と
は
、
各
存
在
の
閒
を
媒
介
し
て
循
環
さ
せ

る
「
つ
な
ぎ
」
と
し
て
は
た
ら
く
と
考
え
ら
れ
る
。
要
す
る
に
、
彖
傳
に
み
え
る
「
終
わ
り
か
ら
始
ま
り
へ
」
の
循
環
思
想
は
、
王
弼
に
お
い

て
も
「
ま
た
（
復
）
」
を
通
し
て
繼
承
さ
れ
る
。 

 

し
た
が
っ
て
、
次
の
節
で
は
、
彖
傳
の
循
環
的
な
要
素
に
忠
實
し
た
王
弼
が
、
『
老
子
』
注
釋
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
姿
勢
を
と
っ
た
か
を
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考
察
し
、
循
環
論
に
對
す
る
王
弼
思
想
の
全
貌
を
把
握
し
て
み
た
い
。 

 

２ 

『
老
子
道
德
經
注
』
の
「
反
」
「
歸
」 

 

 

次
に
、
循
環
に
お
け
る
『
老
子
』
王
注
を
考
察
し
て
み
よ
う
。
そ
の
た
め
に
は
『
老
子
』
第
四
十
章
が
參
考
に
な
る
。 

 

反
者
、
道
之
動
〔
王
注
、
高
以
下
爲
基
、
貴
以
賤
爲
本
、
有
以
無
爲
用
、
此
其
反
也
。
動
皆
知
其
所
無
、
則
物
通
矣
。
故
曰
、
反
者
、
道
之

動
也
。
〕
、
弱
者
、
道
之
用
〔
王
注
、
柔
弱
同
通
、
不
可
窮
極
。
〕
。
天
下
之
萬
物
生
於
有
、
有
生
於
無
〔
王
注
、
天
下
之
物
、
皆
以
有
爲

生
。
有
之
所
始
、
以
無
爲
本
。
將
欲
全
有
、
必
反
於
無
也
。
〕
。 

反
な
る
者
は
、
道
の
動
な
り
〔
王
注
、
高
は
下
を
以
て
基
と
爲
し
、
貴
は
賤
を
以
て
本
と
爲
し
、
有
は
無
を
以
て
用
と
爲
す
、
此
れ
其
の
反

な
り
。
動
は
皆
其
の
無
と
な
る
所
を
知
れ
ば
、
則
ち
物
通
ず
。
故
に
反
な
る
者
は
、
道
の
動
な
り
と
曰
う
な
り
。
〕
、
弱
な
る
者
は
、
道
の

用
な
り
〔
王
注
、
柔
弱
同
じ
く
通
じ
、
窮
極
す
可
か
ら
ず
。
〕
。
天
下
の
萬
物
は
有
よ
り
生
じ
、
有
は
無
よ
り
生
ず
〔
王
注
、
天
下
の
物
、

皆
有
を
以
て
生
と
爲
す
。
有
の
始
ま
る
所
、
無
を
以
て
本
と
爲
す
。
將
に
有
を
全
く
せ
ん
と
欲
す
れ
ば
、
必
ず
無
に
反
る
な
り
。
〕
。 

  

『
老
子
』
「
反
者
、
道
之
動
」
の
「
反
」
に
つ
い
て
は
、
王
注
は
「
高
下
」
「
貴
賤
」
「
有
無
」
な
ど
對
概
念
を
い
っ
て
お
り
、
『
老
子
』

の
「
反
者
」
を
「
反
對
」
と
し
て
理
解
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
た
だ
、
續
く
『
老
子
』
本
文
の
「
天
下
の
萬
物
は
有
よ
り
生
じ
、
有
は
無

よ
り
生
ず
」
に
つ
い
て
は
、
「
將
に
有
を
全
く
せ
ん
と
欲
す
れ
ば
、
必
ず
無
に
反
る
べ
き
な
り
」
と
注
し
、
「
返
る
」
の
意
に
と
っ
て
い
る
。

す
で
に
第
一
章
で
も
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
重
要
な
點
は
、
王
注
「
有
の
始
ま
る
所
、
無
を
以
て
本
と
爲
す
。
將
に
有
を
全
く
せ
ん
と
欲

す
れ
ば
、
必
ず
無
に
反
る
べ
き
な
り
。
」
を
み
る
と
、
無
を
「
本
」
、
本
質
と
し
て
い
る
點
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
王
弼
の
本
體
論
的
な
面
は

『
老
子
』
に
根
ざ
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
以
下
『
老
子
』
第
十
六
章
に
て
確
認
で
き
る
。 
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夫
物
藝
藝
、
各
復
歸
其
根
〔
王
注
、
各
返
其
所
始
也
〕
。
（
『
老
子
注
』
第
十
六
章
） 

夫
れ
物
の
藝
藝
な
る
、
各
お
の
其
の
根
に
復
歸
す
〔
王
注
、
各
お
の
そ
の
始
ま
る
所
に
返
る
な
り
〕
。 

  

『
老
子
』
本
文
の
「
各
お
の
其
の
根
に
復
歸
す
」
は
、
「
根
本
に
か
え
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
王
弼
は
そ
れ
を
受
け
て
い
る
。
こ
こ
で

王
弼
の
い
う
「
始
ま
る
所
」
と
は
、
『
老
子
』
の
「
根
」
、
す
な
わ
ち
「
根
本
」
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
前
章
で
檢
討
し
た
『
周
易

注
』
に
お
い
て
、
萬
物
變
化
の
「
始
」
が
本
質
的
な
狀
態
の
無
定
位
と
關
わ
っ
た
こ
と
に
似
て
、
こ
こ
の
『
老
子
』
王
注
の
「
所
始
」
と
は
、

「
無
」
を
本
質
と
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
王
注
第
四
十
章
「
必
ず
無
に
反
る
べ
き
な
り
」
と
も
通
じ
る
も
の
で
あ
り
、
「
有
道

者
務
欲
還
反
無
爲
」
（
『
老
子
注
』
第
三
十
章
）
、
「
反
其
眞
」
（
『
老
子
注
』
第
六
五
章
）
と
も
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。
だ
と
す
る
と
、
王

弼
の
「
反
」
「
返
」
と
い
う
は
た
ら
き
の
先
に
あ
る
目
的
地
は
、
「
無
」
「
無
爲
」
「
眞
」
と
い
っ
た
本
質
的
な
状
態
で
あ
ろ
う
。
始
終
無 

 

こ
こ
で
、
ま
た
興
味
深
い
點
は
、
王
弼
の
「
歸
」
の
用
法
を
通
じ
て
、
王
弼
に
お
け
る
「
か
え
る
」
の
性
格
が
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
點
で
あ

る
。 

 

『
老
子
』
第
四
二
章
「
道
は
一
を
生
じ
、
一
は
二
を
生
じ
、
二
は
三
を
生
じ
、
三
は
萬
物
を
生
ず
。
萬
物
陰
を
負
い
て
陽
を
抱
き
、
冲
氣
以

て
和
を
爲
す
。
（
道
生
一
、
一
生
二
、
二
生
三
、
三
生
萬
物
。
萬
物
負
陰
而
抱
陽
、
冲
氣
以
爲
和
。
）
」
は
、
『
老
子
』
の
生
成
論
を
代
表
す

る
箇
所
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
王
弼
は
以
下
の
よ
う
に
注
釋
す
る
。 

 

萬
物
萬
形
、
其
歸
一
也
。
何
由
致
一
。
由
於
無
也
。
由
無
乃
一
、
一
可
謂
無
。
已
謂
之
一
、
豈
得
無
言
乎
。
有
言
有
一
、
非
二
如
何
。
有
一

有
二
、
遂
生
乎
三
。
從
無
之
有
、
數
盡
乎
斯
、
過
此
以
往
、
非
道
之
流
。
故
萬
物
之
生
、
吾
知
其
主
、
雖
有
萬
形
、
冲
氣
一
焉
。
…
…
（
『
老

子
注
』
第
四
二
章
） 

萬
物
萬
形
な
る
も
、
其
の
歸
す
る
は
一
な
り
。
何
に
由
り
て
一
に
致
る
や
。
無
に
由
る
な
り
。
無
に
由
り
て
乃
ち
一
な
る
も
、
一
は
無
と
謂
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う
可
し
。
已
に
之
を
一
と
謂
え
ば
、
豈
に
言
う
無
き
を
得
ん
や
。
言
有
り
一
有
れ
ば
、
二
に
非
ず
し
て
如
何
。
一
有
り
二
有
れ
ば
、
遂
に
三

を
生
ず
。
無
從
り
有
に
之
き
、
數
は
斯
に
盡
し
、
此
を
過
ぎ
て
以
往
は
、
道
の
流
に
非
ず
。
故
に
萬
物
の
生
ず
る
や
、
吾
れ
其
の
主
を
知
り
、

萬
形
有
り
と
雖
ど
も
、
冲
氣
は
一
な
り
。
…
…
〕 

 

 

こ
の
王
注
は
『
老
子
』
の
生
成
論
的
な
性
格
に
比
べ
て
、
生
成
論
で
な
く
本
體
論
を
主
張
す
る
箇
所
と
し
て
し
ば
し
ば
擧
げ
ら
れ
る
部
分
で

あ
る
が
、
と
り
わ
け
、
こ
こ
で
王
弼
は
、
「
萬
物
萬
形
な
る
も
、
其
の
歸
す
る
は
一
な
り
」
と
い
い
、
「
歸
」
の
目
的
を
「
一
」
と
し
て
い
る
。

今
ま
で
の
考
察
と
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
、
「
一
」
に
「
歸
る
」
根
據
は
「
一
」
が
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。 

 

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
王
弼
に
お
い
て
「
反
」
「
返
」
「
歸
」
の
語
の
「
か
え
る
」
と
い
う
は
た
ら
き
は
、
「
無
」
「
無
爲
」
「
眞
」
「
一
」

を
そ
の
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
目
的
地
は
「
本
」
す
な
わ
ち
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
。 

 

第
三
節 

王
弼
に
お
け
る
「
歸
終
」
「
反
終
」
と
「
本
」
「
母
」
の
關
係 

  

本
節
で
は
、
ま
ず
『
老
子
』
王
注
の
「
歸
終
」
「
反
終
」
を
檢
討
し
、
次
に
王
弼
に
お
け
る
「
終
」
と
「
母
」
、
そ
し
て
「
本
」
と
の
關
係

に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。 

 

１ 

王
弼
の
「
歸
終
」
「
反
終
」 

 

 

本
章
第
一
節
の
２
に
あ
げ
た
『
老
子
』
第
一
章
の
王
弼
注
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
「
歸
終
」
と
い
う
語
が
出
て
く
る
。 

 

故
常
無
欲
、
以
觀
其
妙
〔
王
注
、
妙
者
、
微
之
極
也
。
萬
物
始
於
微
而
後
成
、
始
於
無
而
後
生
。
故
常
無
欲
空
虛
、
可
以
觀
其
始
物
之
妙
。
〕
、
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常
有
欲
、
以
觀
其
徼
〔
王
注
、
徼
、
歸
終
也
。
凡
有
之
爲
利
、
必
以
無
爲
用
、
欲
之
所
本
、
適
道
而
後
濟
。
故
常
有
欲
、
可
以
觀
其
終
物
之

徼
也
。
〕
。
（
『
老
子
注
』
第
一
章
） 

故
に
常
に
欲
無
く
、
以
て
其
の
妙
を
觀
る
〔
王
注
、
妙
な
る
者
は
、
微
の
極
な
り
。
萬
物
は
微
よ
り
始
ま
り
て
而
る
後
に
成
り
、
無
よ
り
始

ま
り
て
而
る
後
に
生
ず
。
故
に
常
に
欲
無
く
空
虛
に
し
て
、
以
て
其
の
始
物
の
妙
を
觀
る
可
し
。
〕
、
常
に
欲
有
り
、
以
て
其
の
徼
を
觀
る

〔
王
注
、
徼
は
、
歸
終
な
り
。
凡
そ
有
の
利
を
爲
す
は
、
必
ず
無
を
以
て
用
と
爲
し
、
欲
の
本
づ
く
所
は
、
道
に
適
い
て
而
る
後
に
濟
る
。

故
に
常
に
欲
有
り
て
、
以
て
其
の
終
物
の
徼
を
觀
る
べ
き
な
り
。
〕 

 

 

「
歸
終
」
、
つ
ま
り
「
終
わ
り
に
か
え
る
」
と
い
う
表
現
は
、
『
老
子
』
第
二
八
章
の
王
注
に
も
「
常
反
終
」
と
出
て
く
る
２
５

。
そ
も
そ
も

『
老
子
』
第
二
十
八
章
に
は
「
復
歸
於
嬰
兒
」
「
復
歸
於
無
極
」
「
復
歸
於
樸
」
と
あ
り
、
こ
こ
で
『
老
子
』
「
復
歸
於
」
に
對
し
て
、
王
注

は
「
常
に
終
わ
り
に
反
る
（
常
反
終
）
」
と
い
う
２

６

。 

 

こ
こ
で
、
王
弼
の
「
歸
終
」
お
よ
び
「
反
終
」
、
す
な
わ
ち
「
終
に
か
え
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
少
し
變
わ
っ
た
考
え
方
の
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
通
常
、
「
か
え
る
」
と
い
う
と
、
「
も
と
の
場
所
」
に
歸
る
こ
と
を
考
え
る
が
、
こ
こ
で
王
弼
は
、
何
か
の
終
わ
り
の
狀
態
に
か
え
る
と

い
う
奇
妙
な
言
い
方
を
し
て
い
る
。 

 

で
は
、
王
弼
は
ど
う
し
て
「
終
わ
り
に
か
え
る
」
と
い
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
『
老
子
』
本
文
に
お
い
て
は
萬
物
の
「
復
歸
」
す
る
目
的

地
が
「
嬰
兒
」
「
無
極
」
「
樸
」
で
あ
る
が
、
王
弼
注
は
、
根
元
性
を
示
す
そ
れ
ら
を
、
な
ぜ
か
「
終
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

し
か
も
『
老
子
』
本
文
に
は
「
母
」
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
の
に
、
王
弼
は
「
功
不
可
取
、
常
處
其
母
也
」
と
い
う
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
第

一
章
の
注
釋
の
「
在
終
則
謂
之
母
」
の
發
想
が
こ
こ
に
も
適
用
さ
れ
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
、
「
終
」
と
「
母
」
を
關
連
付
け
る
と
い
う
王
弼
の

一
貫
性
が
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
の
「
終
わ
り
」
と
「
母
」
の
さ
ら
な
る
關
係
に
つ
い
て
は
後
節
で
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。 

 

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
「
返
（
反
・
復
・
環
）
」
２
７

と
い
う
表
現
は
、
す
で
に
檢
討
し
た
よ
う
に
、
本
質
的
な
狀
態
を
志
向
す
る
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
そ
の
狀
態
が
「
根
本
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
『
老
子
』
王
注
第
一
六
章
「
各
返
其
所
始
也
」
を
踏
ま
え
る
と
、
「
始
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ま
り
」
に
向
か
う
と
い
う
こ
と
を
内
包
し
て
い
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
王
弼
に
お
い
て
「
終
わ
り
」
は
、
「
始
ま
り
」
と
同
樣
、
「
本
質
的

な
も
の
」
に
な
る
。
「
始
ま
り
」
と
「
終
わ
り
」
と
は
、
生
成
の
時
閒
軸
で
は
は
っ
き
り
異
な
る
段
階
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
本
質
性
か
ら

す
る
と
、
同
じ
く
重
要
で
あ
り
、
「
歸
る
」
目
的
地
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
點
は
、
す
で
に
本
章
第
一
節
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
易
卦
の
始
ま

り
と
終
わ
り
が
「
固
定
さ
れ
た
位
が
な
い
状
態
」
と
し
て
同
等
な
狀
態
で
あ
る
の
と
も
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。 

 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
王
弼
の
「
反
終
」
は
、
お
そ
ら
く
『
周
易
』
繫
辭
上
傳
の
「
原
始
反
終
」
を
踏
ま
え
た
も
の
と
思
わ
れ
、
そ
し
て
、

王
弼
以
後
、
以
下
の
よ
う
に
『
列
子
』
張
湛
注
に
お
い
て
も
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。 

 

黄
帝
書
曰
、
…
…
形
、
必
終
者
也
。
天
地
終
乎
、
與
我
偕
終
。
終
進
２

８

乎
、
不
知
也
。
道
終
乎
、
本
無
始
、
進
乎
、
本
不
久
２

９

。
有
生
則

復
於
不
生
、
有
形
則
復
於
無
形
〔
張
湛
注
、
生
者
反
終
、
形
者
反
虛
、
自
然
之
數
也
。
〕
。
（
『
列
子
』
天
瑞
篇
） 

黄
帝
書
に
曰
く
、
…
…
形
は
、
必
ず
終
わ
る
者
な
り
。
天
地
は
終
わ
る
か
、
我
と
偕
に
終
わ
る
。
終
わ
り
て
進つ

き
ん
か
、
知
ら
ざ
る
な
り
。

道
は
終
わ
る
か
、
本
よ
り
始
ま
る
無
し
、
進
き
ん
か
、
本
よ
り
久あ

ら

ざ
る
な
り
。
生
有
る
は
則
ち
不
生
に
復
り
、
形
有
る
は
則
ち
無
形
に
復
る

〔
張
湛
注
、
生
あ
る
者
は
終
に
反
り
、
形
あ
る
者
は
虛
に
反
る
は
、
自
然
の
數
な
り
。
〕
。 

  

『
列
子
』
張
湛
注
は
、
生
ま
れ
る
も
の
は
必
ず
終
わ
り
に
向
か
う
と
い
っ
て
お
り
、
繫
辭
上
傳
や
王
弼
の
「
反
終
」
と
は
文
脈
が
異
な
る
が
、

「
終
わ
り
」
が
本
質
で
あ
る
と
い
う
點
で
は
同
樣
で
あ
る
。
「
終
わ
り
に
行
く
」
で
な
く
、
「
終
わ
り
に
反
る
」
と
い
う
表
現
に
な
っ
て
い
る

の
は
、
「
終
わ
り
」
が
も
ど
る
べ
き
「
本
質
的
狀
態
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
「
反
終
」
「
歸
終
」

を
通
し
て
、
王
弼
は
「
本
質
」
を
追
求
す
る
こ
と
を
強
力
に
要
求
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
終
わ
り
」
と
は
「
始
ま
り
」
と
同
樣
、
「
根
本
」
と

し
て
目
指
す
べ
き
對
象
に
な
る
の
で
あ
る
。 

 

よ
っ
て
、
「
反
終
」
「
歸
終
」
に
は
、
王
弼
の
生
成
論
・
循
環
論
・
本
體
論
的
な
側
面
が
す
べ
て
組
み
込
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

有
限
な
存
在
が
時
閒
の
流
れ
に
よ
っ
て
向
か
う
「
終
わ
り
」
の
時
點
が
無
限
定
の
「
根
本
」
で
あ
る
と
い
う
點
は
今
ま
で
檢
討
し
て
き
た
王
弼



- 20 - 
 

の
生
成
論
的
な
側
面
を
、
「
終
わ
り
」
か
ら
「
ま
た
始
ま
り
」
へ
の
循
環
は
王
弼
思
想
の
循
環
論
的
な
側
面
を
、
そ
し
て
存
在
が
出
て
く
る
目

的
地
も
、
返
る
目
的
地
も
同
じ
く
「
本
」
で
あ
る
と
い
う
本
體
論
的
な
側
面
を
、
「
反
終
」
「
歸
終
」
は
す
べ
て
具
え
て
い
る
。 

 

２ 

「
母
」
と
「
本
」
の
意
味
―
生
成
の
「
終
」
と
存
在
の
「
始
」 

 
 

 

こ
こ
で
は
、
「
母
」
を
、
王
弼
が
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
の
か
を
檢
討
し
て
み
た
い
。 

 

そ
も
そ
も
「
母
」
に
言
及
し
て
い
る
の
は
『
老
子
』
で
あ
り
、
『
老
子
』
に
は
「
食
母
」
「
天
下
母
」
な
ど
が
み
え
る
。
ま
ず
『
老
子
』
第

二
十
章
に
つ
い
て
、
王
弼
は
、
以
下
の
よ
う
に
い
う
。 

 

我
獨
異
於
人
、
而
貴
食
母
。
〔
王
注
、
食
母
、
生
之
本
也
。
人
者
皆
棄
生
民
之
本
、
貴
末
飾
之
華
。
故
曰
我
獨
欲
異
於
人
。
〕
（
『
老
子
注
』

第
二
十
章
） 

我
れ
獨
り
人
に
異
な
り
て
食
母
を
貴
ぶ
。
〔
王
注
、
食
母
は
、
生
の
本
な
り
。
人
な
る
者
は
皆
生
民
の
本
を
棄
て
、
末
飾
の
華
を
貴
ぶ
。
故

に
我
れ
獨
り
人
と
異
な
ら
ん
と
欲
す
と
曰
う
。
〕 

  

こ
こ
で
王
弼
は
「
食
母
」
に
つ
い
て
、
衆
人
は
「
生
民
之
本
」
で
あ
る
「
食
母
」
を
棄
て
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
お
り
、
「
母

を
棄
て
な
い
」
よ
う
に
と
強
く
主
張
し
て
い
る
。 

 

ま
た
、
『
老
子
』
の
「
天
下
母
」
は
第
二
十
五
章
３
０

と
第
五
十
二
章
に
見
え
る
。
第
五
十
二
章
に
お
い
て
、
王
弼
は
、
以
下
の
よ
う
に
い
う
。 

 

天
下
有
始
、
以
爲
天
下
母
３
１

。
既
得
其
母
、
以
知
其
子
。
既
知
其
子
、
復
守
其
母
、
沒
身
不
殆
〔
王
注
、
母
、
本
也
。
子
、
末
也
。
得
本

以
知
末
、
不
舍
本
以
逐
末
也
。
〕
。
（
『
老
子
注
』
第
五
十
二
章
） 
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天
下
に
始
有
り
、
以
て
天
下
の
母
と
爲
り
。
既
に
其
の
母
を
得
て
、
以
て
其
の
子
を
知
る
。
既
に
其
の
子
を
知
り
、
復
た
其
の
母
を
守
れ
ば
、

身
を
沒
す
る
ま
で
殆
う
か
ら
ず
〔
王
注
、
母
は
、
本
な
り
。
子
は
、
末
な
り
。
本
を
得
て
以
て
末
を
知
り
、
本
を
舍
て
て
以
て
末
を
逐
わ
ざ

る
な
り
。
〕
。 

  

こ
こ
の
『
老
子
』
「
母
―
子
」
關
係
に
お
い
て
、
王
弼
は
「
本
―
末
」
と
し
て
お
り
、
「
母
―
子
」
を
、
「
本
質
的
な
も
の
」
と
そ
こ
か
ら

「
派
生
し
た
も
の
」
と
し
て
價
値
的
に
區
別
す
る
。
そ
れ
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
「
本
」
を
棄
て
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
強
い
主
張
で
あ
り
、

「
母
」
と
は
、
ほ
ぼ
「
本
」
、
根
本
の
意
味
に
近
い
も
の
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
パ
タ
ー
ン
は
、
『
老
子
注
』
第
三
十
八
章
に
も
反
復
さ
れ
る
。 

 

本
在
無
爲
、
母
在
無
名
。
棄
本
捨
母
、
而
適
其
子
、
功
雖
大
焉
、
必
有
不
濟
、
名
雖
美
焉
、
僞
亦
必
生
。
…
…
守
母
以
存
其
子
、
崇
本
以
擧

其
末
、
則
形
名
倶
有
而
邪
不
生
、
大
美
配
天
而
華
不
作
。
故
母
不
可
遠
、
本
不
可
失
。
仁
義
、
母
之
所
生
、
非
可
以
爲
母
。
（
『
老
子
注
』

第
三
十
八
章
） 

本
は
無
爲
に
在
り
、
母
は
無
名
に
在
り
。
本
を
棄
て
母
を
捨
て
、
而
し
て
其
の
子
に
適
け
ば
、
功
大
な
り
と
雖
も
、
必
ず
濟
さ
ざ
る
有
り
、

名
美
な
り
と
雖
も
、
僞
も
亦
た
必
ず
生
ず
。
…
…
母
を
守
り
て
以
て
其
の
子
を
存
し
、
本
を
崇
び
て
以
て
其
の
末
を
擧
ぐ
れ
ば
、
則
ち
形
名

倶
に
有
り
て
邪
生
ぜ
ず
、
大
美
天
に
配
さ
れ
華
作
ら
ず
。
故
に
母
は
遠
ざ
く
可
か
ら
ず
、
本
は
失
う
可
か
ら
ず
。
仁
義
は
母
の
生
む
所
な
る

も
、
以
て
母
と
爲
す
可
き
に
非
ず
。 

 

  

こ
こ
で
「
仁
義
」
と
は
、
「
母
の
生
む
所
」
す
な
わ
ち
「
子
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
生
成
論
で
は
な
く
、
道
德
論
を
述
べ
る
部
分
で
あ
る
が
、

こ
の
よ
う
に
王
弼
は
「
母
―
子
」
を
述
べ
る
と
き
に
は
、
「
本
質
的
な
も
の
」
と
「
派
生
し
た
も
の
」
に
は
差
が
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
て

い
る
。
『
老
子
』
第
五
十
二
章
の
本
文
「
既
に
其
の
母
を
得
て
、
以
て
其
の
子
を
知
る
。
既
に
其
の
子
を
知
り
、
復
た
其
の
母
を
守
ら
ば
、
身

を
沒
す
る
ま
で
殆
う
か
ら
ず
」
の
よ
う
に
、
『
老
子
』
の
「
母
」
「
子
」
は
、
「
母
」
と
「
子
」
の
關
連
性
に
注
目
し
て
い
る
の
に
對
し
て
、
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王
弼
は
、
「
母
」
と
「
子
」
の
差
異
に
つ
い
て
注
目
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
王
弼
に
お
い
て
は
、
「
子
」
よ
り
も
「
母
」
が
本
質
的
な
も

の
で
あ
る
た
め
、
「
母
」
を
棄
て
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
王
弼
の
見
解
が
こ
こ
に
も
反
復
さ
れ
る
。 

 

ま
た
、
「
本
は
無
爲
に
在
り
、
母
は
無
名
に
在
り
」
を
み
る
と
、
母
は
「
無
名
」
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
い
る
が
、
「
無
爲
」
と
は
い
わ
れ

て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
、
母
が
「
生
む
」
と
い
う
生
成
の
は
た
ら
き
を
し
て
い
る
た
め
、
母
に
つ
い
て
「
無
爲
」
と
は
い
わ
ず
、
「
無
名
」
に

し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

次
に
、
王
注
「
功
不
可
取
、
常
處
其
母
也
」
（
第
二
十
八
章
）
の
「
母
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
王
弼
に
よ
る
と
、
こ
こ
の
「
母
」
も

「
功
」
よ
り
本
質
的
な
「
本
」
で
あ
り
、
生
ま
れ
て
き
た
存
在
が
目
標
と
す
る
地
點
に
な
る
。
そ
こ
で
さ
ら
に
、
『
老
子
注
』
第
一
章
の
「
首

に
在
る
は
則
ち
之
を
始
と
謂
い
、
終
に
在
る
は
則
ち
之
を
母
と
謂
う
」
の
議
論
に
戻
る
と
、
こ
の
「
母
」
は
、
存
在
以
前
の
、
生
成
過
程
の
終

わ
り
に
あ
る
根
本
的
な
狀
態
で
あ
る
。
本
章
第
一
節
で
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
王
弼
は
「
始
」
と
「
母
」
を
竝
べ
、
「
始
」
は
「
首
に
在
る
」
、

「
母
」
は
「
終
わ
り
に
在
る
」
と
い
い
、
生
成
の
過
程
を
示
し
て
い
る
が
、
ま
た
そ
こ
で
「
母
」
と
は
、
食
べ
さ
せ
て
成
長
さ
せ
る
「
食
母
」

と
し
て
、
「
有
形
」
な
る
萬
物
以
前
の
根
本
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
の
で
、
王
弼
は
根
本
を
棄
て
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
強
い
主
張
を
繰
り
返

す
わ
け
で
、
そ
れ
は
、
「
母
を
知
っ
て
そ
の
子
を
知
る
」
と
い
う
『
老
子
』
の
態
度
以
上
に
強
い
要
求
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
老
子
』
の
「
治
之

母
」
３
２

の
側
面
に
も
通
じ
る
。 

 

繰
り
返
す
が
、
王
弼
は
「
始
ま
り
」
も
「
終
わ
り
」
も
同
じ
く
「
本
」
と
し
て
強
調
し
た
。
王
弼
が
強
調
す
る
「
母
」
の
姿
は
、
『
老
子
』

が
い
っ
た
そ
れ
よ
り
も
、
よ
り
は
っ
き
り
と
し
た
、
生
成
の
プ
ロ
セ
ス
に
あ
る
「
根
本
的
狀
態
」
で
あ
る
。 

 

終
わ
り
に 

  

本
章
は
、
第
一
節
で
は
、
萬
物
の
存
在
の
生
成
變
化
に
お
け
る
「
始
ま
り
」
と
「
終
わ
り
」
に
つ
い
て
檢
討
し
、
『
周
易
』
に
お
い
て
は
、

存
在
の
無
限
な
時
點
と
し
て
の
「
始
ま
り
」
と
「
終
わ
り
」
が
提
示
さ
れ
、
『
老
子
』
解
釋
に
お
い
て
は
本
體
論
的
な
性
格
が
加
え
ら
れ
、
と
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く
に
『
老
子
』
の
無
か
ら
有
へ
の
生
成
に
お
い
て
、
王
弼
は
時
閒
軸
段
階
の
「
始
め
」
に
「
始
」
を
、
「
終
わ
り
」
に
「
母
」
を
設
定
し
、
『
老

子
』
よ
り
も
生
成
の
段
階
を
細
か
く
分
け
、
過
程
と
し
て
理
解
し
た
こ
と
が
王
弼
生
成
論
の
特
徴
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。 

 

第
二
節
は
、
『
周
易
』
彖
傳
と
そ
の
王
注
を
通
し
て
、
王
弼
思
想
の
循
環
論
的
な
要
素
を
確
認
し
た
が
、
『
老
子
』
の
王
弼
注
に
お
い
て
、

「
反
」
「
返
」
「
歸
」
を
檢
討
し
て
み
る
と
、
そ
の
目
的
は
「
無
」
「
無
爲
」
「
眞
」
な
い
し
「
一
」
の
「
根
本
」
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

お
そ
ら
く
、
循
環
に
お
い
て
王
弼
は
宇
宙
の
循
環
と
本
體
論
を
と
も
に
用
い
て
お
り
、
王
弼
の
中
で
は
そ
の
二
つ
が
兩
立
さ
れ
て
い
た
と
思
わ

れ
る
。 

 

第
三
節
は
、
王
弼
の
『
老
子
』
注
釋
に
お
け
る
「
歸
終
」
「
反
終
」
を
檢
討
し
、
そ
れ
が
『
周
易
』
繋
辭
上
傳
に
基
づ
く
議
論
で
あ
り
、
そ

こ
で
「
終
わ
り
」
は
「
始
ま
り
」
と
同
等
な
根
本
的
な
狀
態
で
あ
り
、
本
質
的
な
價
値
を
も
つ
と
い
う
こ
と
を
述
べ
、
獨
特
な
言
い
方
で
あ
る

「
歸
終
」
「
反
終
」
に
は
王
弼
の
生
成
論
・
循
環
論
・
本
體
論
的
な
性
格
が
す
べ
て
あ
ら
わ
れ
る
と
み
た
。
さ
ら
に
は
王
弼
に
お
け
る
「
終
わ

り
」
と
「
母
」
そ
し
て
「
本
」
の
關
係
に
つ
い
て
考
察
し
、
王
弼
の
「
終
わ
り
」
が
、
生
成
の
過
程
に
設
定
さ
れ
た
の
み
な
ら
ず
、
「
始
ま
り
」

と
同
樣
、
「
本
質
的
な
も
の
」
と
し
て
提
示
さ
れ
る
特
徴
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。 

 

本
章
は
、
王
弼
が
『
老
子
』
や
『
周
易
』
と
い
っ
た
、
性
格
の
異
な
る
テ
キ
ス
ト
を
對
象
に
し
て
ど
の
よ
う
に
一
貫
性
な
い
し
體
系
を
保
っ

た
の
か
を
考
察
す
る
方
法
と
し
て
、
「
始
ま
り
」
「
終
わ
り
」
を
通
じ
て
考
察
し
た
。
と
く
に
「
終
わ
り
」
を
通
し
て
考
察
し
て
み
る
と
、
王

弼
思
想
に
は
「
反
終
」
や
「
在
終
則
謂
之
母
」
な
ど
の
奇
妙
な
論
理
が
展
開
さ
れ
た
。
「
始
ま
り
」
「
終
わ
り
」
を
通
し
て
み
る
と
、
王
弼
は
、

『
老
子
』
、
『
周
易
』
彖
傳
・
繫
辭
傳
等
テ
キ
ス
ト
か
ら
生
成
變
化
論
と
宇
宙
循
環
論
的
要
素
お
よ
び
本
體
論
的
な
特
質
を
選
び
、
そ
れ
ら
を

巧
み
に
組
み
込
み
、
と
く
に
『
老
子
注
』
に
お
い
て
「
反
終
」
や
「
在
終
則
謂
之
母
」
と
い
う
獨
特
な
注
釋
を
著
し
た
。 

 

有
限
な
存
在
の
「
始
ま
り
」
と
「
終
わ
り
」
は
、
「
生
」
「
死
」
の
問
題
で
も
あ
る
が
、
王
弼
に
お
け
る
萬
物
存
在
の
始
ま
り
と
終
わ
り
は
、

存
在
の
生
死
の
問
題
と
か
か
わ
る
よ
り
も
、
そ
の
本
質
と
し
て
の
性
格
の
方
に
よ
り
重
點
が
あ
っ
た
。
一
方
、
『
列
子
』
テ
キ
ス
ト
は
、
存
在

の
始
終
と
生
死
が
關
連
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
王
弼
の
影
響
を
も
受
け
て
い
る
『
列
子
』
張
湛
注
を
考
察
す
る
と
、
魏
晉
に
お
け
る
始
終
論
の
展

開
が
よ
り
把
握
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
第
三
章
で
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。 
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１ 

『
莊
子
』
齊
物
論
「
有
始
也
者
、
有
未
始
有
始
也
者
、
有
未
始
有
夫
未
始
有
始
也
者
。
（
始
め
な
る
者
有
り
、
未
だ
始
め
よ
り
始
め
な
る
者

有
ら
ざ
る
こ
と
有
り
、
未
だ
始
め
よ
り
夫
の
未
だ
始
め
よ
り
始
な
る
者
有
ら
ざ
る
こ
と
有
ら
ざ
る
有
り
。
）
」 

２ 

『
淮
南
子
』
俶
眞
訓
「
有
始
者
、
有
未
始
有
有
始
者
、
有
未
始
有
夫
未
始
有
有
始
者
。
（
始
め
な
る
者
有
り
、
未
だ
始
め
よ
り
始
め
有
る
こ

と
有
ら
ざ
る
者
有
り
、
未
だ
始
め
よ
り
夫
の
未
だ
始
め
よ
り
始
め
有
る
こ
と
有
ら
ざ
る
こ
と
有
ら
ざ
る
者
有
り
。
）
」 

３ 
 

『
易
緯
乾
鑿
度
』
卷
上
「
有
太
易
、
有
太
初
、
有
太
始
、
有
太
素
也
。
太
易
者
未
見
氣
也
。
太
初
者
氣
之
始
也
。
太
始
者
形
之
始
也
。
太

素
者
質
之
始
也
。
（
太
易
有
り
、
太
初
有
り
、
太
始
有
り
、
太
素
有
る
な
り
。
太
易
な
る
者
は
未
だ
氣
を
見
ざ
る
な
り
。
太
初
な
る
者
は
氣

の
始
ま
り
な
り
。
太
始
な
る
者
は
形
の
始
ま
り
な
り
。
太
素
な
る
者
は
質
の
始
ま
り
な
り
。
）
」 

４ 

『
列
子
』
天
瑞
篇
「
有
太
易
、
有
太
初
、
有
太
始
、
有
太
素
。
太
易
者
、
未
見
氣
也
。
太
初
者
、
氣
之
始
也
。
太
始
者
、
形
之
始
也
。
太
素

者
、
質
之
始
也
。
（
太
易
有
り
、
太
初
有
り
、
太
始
有
り
、
太
素
有
る
な
り
。
太
易
な
る
者
は
未
だ
氣
を
見
ざ
る
な
り
。
太
初
な
る
者
は
氣

の
始
ま
り
な
り
。
太
始
な
る
者
は
形
の
始
ま
り
な
り
。
太
素
な
る
者
は
質
の
始
ま
り
な
り
。
）
」 

５ 

麥
谷
邦
夫
「
始
と
終
」
『
中
國
宗
敎
思
想
』
１
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
、
二
二
四
～
二
三
三
頁
。 

６ 

麥
谷
氏
、
前
掲
論
文
、
二
二
四
頁
。 

７ 

『
周
易
』
恆
卦
彖
傳
「
天
地
之
道
、
恆
久
而
不
已
也
。
利
有
攸
往
、
終
則
有
始
也
。
（
天
地
の
道
、
恆
久
に
し
て
已
ま
ざ
る
な
り
。
往
く
攸

有
る
に
利
あ
り
、
終
れ
ば
則
ち
始
め
有
る
な
り
。
）
」
蠱
卦
彖
傳
「
…
…
先
甲
三
日
、
後
甲
三
日
、
終
則
有
始
、
天
行
也
。
（
甲
に
先
ん
ず

る
こ
と
三
日
、
甲
に
後
る
る
こ
と
三
日
、
終
れ
ば
則
ち
始
ま
る
有
り
、
天
行
な
り
。
）
」 

８ 

麥
谷
氏
、
前
掲
論
文
、
二
三
二
～
二
三
三
頁
。 

９ 
 

と
く
に
、
王
弼
に
お
け
る
主
流
硏
究
の
「
以
老
釋
易
」
的
な
傾
向
を
批
判
し
、
王
弼
の
「
以
易
釋
老
」
の
側
面
や
儒
家
的
な
側
面
を
指
摘
し
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た
硏
究
は
田
永
勝
氏
、
金
是
天
氏
（
田
永
勝
『
王
弼
思
想
與
詮
釋
文
本
』
光
明
日
報
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
九
月
、
北
京
、
一
一
一
―
一
一

二

頁

。

金
是
天
「
‘
老
學
’ 

에
서
‘
易
學
’
으
로:

 

王
弼
『
老
子
注
』
의
‘
以
易
釋
老
’
적 

성
격
을 

중
심
으
로

（
老
學

か

ら

易
學

へ

―
―
『
老
子
注
』
の
「
以
易
釋
老
」
的
な
性
格
を
中
心
に
）
」
『
道
敎
文
化
硏
究
』
十
九
、
韓
國
道
敎
文
化
學
會
、
二
〇
〇
三
。
）
を
參

照
。
本
章
は
こ
れ
ら
先
行
研
究
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
、
王
弼
思
想
が
『
易
』
や
『
老
子
』
の
ど
ち
ら
の
視
点
に
重
み
が
あ
る
を
問
う
よ
り
も
、

王
弼
思
想
が
内
包
す
る
『
易
』
や
『
老
子
』
的
な
要
素
が
ど
の
よ
う
に
組
み
込
ま
れ
、
ど
の
よ
う
に
王
弼
全
体
思
想
を
構
築
す
る
か
に
つ
い

て
焦
点
を
当
て
て
考
察
す
る
立
場
を
取
る
。 

１

０ 

大
形
徹
氏
は
、
「
『
論
語
釋
疑
』
に
あ
ら
わ
れ
る
重
要
概
念
で
あ
る
「
仁
」
、
「
道
」
、
「
本
」
は
、
『
論
語
』
と
『
老
子
』
に
共
通
し

て
あ
ら
わ
れ
る
語
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
共
通
項
を
巧
み
に
利
用
し
」
と
い
う
。
こ
の
言
及
は
、
主
に
『
論
語
釋
疑
』
の
分
析
に
つ
い
て
言
っ

て
い
る
が
、
筆
者
は
、
大
形
氏
の
各
テ
キ
ス
ト
の
共
通
項
に
注
目
す
る
考
察
方
法
は
王
弼
の
『
周
易
注
』
『
老
子
道
德
經
注
』
分
析
に
も
有

效
で
あ
り
、
王
弼
の
注
釋
全
般
に
も
該
當
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
大
形
徹
「
王
弼
の
『
論
語
釋
疑
』
―
―
『
老
子
』
の
思
想
で
解
釋
し

た
『
論
語
』
―
―
」
『
人
文
學
論
集
』
一
九
八
六
年
、
一
二
頁
。
）
。
ま
た
、
仲
畑
信
氏
は
「
老
莊
思
想
に
よ
る
解
釋
が
全
て
で
は
な
い
。

『
論
語
釋
疑
』
に
は
、
傳
統
的
な
儒
家
の
立
場
に
立
つ
解
釋
も
あ
り
、
老
莊
的
な
解
釋
と
は
相
矛
盾
す
る
解
釋
も
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
『
周

易
』
や
『
論
語
』
に
基
づ
い
た
注
釋
も
あ
り
、
史
書
や
『
荀
子
』
に
據
る
解
釋
な
ど
も
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
多
く
が
老
莊
思
想
と
は
何
ら
關

係
し
な
い
」
と
い
い
、
『
論
語
釋
疑
』
に
お
い
て
分
析
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
觀
點
は
、
王
弼
注
釋
全
般
に
當
た
る
も
の
と
考
え
る
（
仲

畑
信
「
王
弼
『
論
語
釋
疑
』
に
つ
い
て
」
『
中
國
思
想
史
硏
究
』
第
十
九
號
、
一
九
九
六
年
、
一
一
一
頁
。
）
。 

１

１ 

松
村
巧
氏
は
、
王
弼
に
お
い
て
「
「
無
」
を
萬
物
の
生
成
の
根
源
と
見
な
す
と
と
も
に
」
（
松
村
巧
「
有
と
無
」
『
中
國
宗
敎
思
想
』
２
、

岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
、
八
八
頁
。
）
と
い
い
、
王
弼
思
想
の
生
成
論
的
要
素
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
一
方
、
王
弼
の
生
成
論
的
な
側

面
に
否
定
的
な
見
解
に
つ
い
て
は
、
「
（
『
老
子
』
）
（
四
十
章
）
は
、
『
老
子
』
に
み
え
る
殆
ど
唯
一
の
生
成
論
的
な
「
有
」
「
無
」
の

用
例
で
あ
る
が
、
そ
の
注
に
、
…
…
「
有
」
が
「
無
」
か
ら
生
ず
る
と
い
っ
た
よ
う
な
生
成
論
的
な
解
釋
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
」
（
澤

田
多
喜
男
『
「
老
子
」
考
索
』
、
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
五
、
三
九
三
―
三
九
四
頁
。
初
出
、
『
東
洋
文
化
』
六
十
二
號
、
東
京
大
學
東
洋
文
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化
硏
究
所
、
一
九
八
二
年
。
）
及
び
「
傳
統
的
な
「
道
」
の
生
成
論
的
色
彩
を
脱
色
し
、
具
體
的
時
空
世
界
と
は
直
接
關
與
せ
ず
、
そ
れ
に

對
し
て
超
然
た
る
論
理
的
理
念
が
設
定
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
彼
の
「
無
」
は
、
こ
の
要
請
を
十
分
に
滿
足
す
る
も
の
と
評
價
し

て
よ
い
と
思
う
」
（
堀
池
信
夫
『
漢
魏
思
想
史
硏
究
』
明
治
書
院
、
一
九
八
八
、
四
八
三
頁
。
）
を
參
照
。 

１

２ 

『
老
子
』
第
七
章
「
天
長
地
久
、
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
耶
。
故
能
成
其
私
」
、
第
六
十
六
章
「
江
海
所
以
能
爲
百
谷
王
者
、
以
其
善
下
之
、
故
能
爲
百
谷
王
。
是
以
欲
上
民
、
必
以
言

下
之
。
欲
先
民
、
必
以
身
後
之
。
是
以
聖
人
處
上
而
民
不
重
、
處
前
而
民
不
害
、
是
以
天
下
樂
推
而
不
厭
。
以
其
不
爭
、
故
天
下
莫
能
與
之

爭
」
を
參
照
。 

１

３ 

松
村
氏
、
前
掲
書
、
同
頁
。 

１

４ 

「
天
地
之
始
」
、
馬
王
堆
帛
書
甲
乙
本
作
「
萬
物
之
始
」
。
「
長
之
育
之
、
亭
之
毒
之
」
、
宇
佐
美
灊
水
本
『
老
子
道
德
眞
經
』
は
、
『
老

子
』
第
五
十
一
章
「
故
道
生
之
、
德
畜
之
。
長
之
、
育
之
、
亭
之
、
毒
之
、
養
之
、
覆
之
」
の
王
注
を
、
「
謂
成
其
實
、
各
得
其
庇
蔭
、
不

傷
其
體
矣
」
と
作
る
が
、
按
語
に
、
『
初
學
記
』
に
「
亭
謂
品
其
形
、
毒
謂
成
其
實
。
各
得
其
庇
蔭
、
不
傷
其
體
矣
（
亭
は
其
の
形
を
品
す

を
謂
い
、
毒
は
其
の
實
を
成
す
を
謂
う
。
各
お
の
其
の
庇
蔭
を
得
、
其
の
體
を
傷
わ
ず
）
」
と
作
る
こ
と
を
引
用
す
る
。
今
こ
れ
に
從
う
。 

１

５ 

宇
佐
美
灊
水
本
『
老
子
道
德
眞
經
』
は
、
『
老
子
』
第
五
十
一
章
「
故
道
生
之
、
德
畜
之
。
長
之
、
育
之
、
亭
之
、
毒
之
、
養
之
、
覆
之
」

の
王
注
を
、
「
謂
成
其
實
、
各
得
其
庇
蔭
、
不
傷
其
體
矣
」
と
作
る
が
、
按
語
に
、
『
初
學
記
』
に
「
亭
謂
品
其
形
、
毒
謂
成
其
實
。
各
得

其
庇
蔭
、
不
傷
其
體
矣
（
亭
は
其
の
形
を
品
す
を
謂
い
、
毒
は
其
の
實
を
成
す
を
謂
う
。
各
お
の
其
の
庇
蔭
を
得
、
其
の
體
を
傷
わ
ず
）
」

と
作
る
の
を
引
用
す
る
。
今
こ
れ
に
從
う
。 

１

６ 

「
兩
者
、
始
與
母
也
」
の
「
母
」
、
道
藏
本
・
宇
惠
本
作
「
無
」
。
樓
宇
烈
校
注
本
・
蜂
屋
邦
夫
氏
・R

.
J
.
L
y
n
n

氏
作
「
母
（m

o
t
h
e
r

）
」

（
樓
宇
烈
『
王
弼
集
校
釋
』
、
中
華
書
局
、
一
九
八
〇
年
、
蜂
屋
邦
夫
譯
注
『
老
子
』
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
八
年
、Translated

 by R
ichard

 

John L
ynn., T

he C
lassic of the W

ay an
d V

irtu
e : A

 N
ew

 T
ran

slation
 of the T

ao-te chin
g of L

aozi as In
terpreted by W

an
g B

i, 



- 27 - 
 

                                        
 

C
olu

m
bia U

niversity P
ress , 1999 , N

ew
 Y

ork.

）
。 

１

７ 
こ
の
「
無
」
と
は
、
戸
川
芳
郞
氏
に
よ
れ
ば
、
佛
敎
が
入
る
前
の
中
國
思
想
史
に
お
け
る
「
無
」
の
古
い
用
法
、
つ
ま
り
、
「
何
も
の
に

も
限
定
さ
れ
な
い
無
規
定
の
本
體
・
理
法
」
を
意
味
し
て
お
り
、
何
も
存
在
し
な
い
と
い
う
意
味
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
べ
き
で

あ
ろ
う
（
戸
川
芳
郞
「
生
成
論
と
「
無
」
」
（
初
出
『
古
代
中
國
の
思
想
』
放
送
大
學
敎
育
振
興
會
、
一
九
八
五
年
三
月
。
）
『
漢
代
の
學

術
と
文
化
』
硏
文
出
版
、
二
〇
〇
二
年
一
〇
月
、
二
二
九
頁
。
）
。 

１

８ 

こ
の
よ
う
な
分
け
方
と
關
連
し
て
、
王
葆
玹
氏
は
『
老
子
』
第
一
章
注
を
、
「
始
」
「
成
」
及
び
「
生
」
「
成
」
を
用
い
て
説
明
す
る
。

す
な
わ
ち
、
王
弼
の
老
學
的
萬
物
生
化
は
、
「
物
之
始
生
→
物
之
養
育
→
物
之
品
形
→
物
之
成
質
」
の
よ
う
に
展
開
す
る
と
し
、
そ
の
構
造

を
明
ら
か
に
し
た
（
王
葆
玹
『
正
始
玄
學
』
、
齊
魯
書
社
、
一
九
八
七
年
、
二
〇
一
～
二
〇
二
頁
。
二
〇
四
～
二
〇
六
頁
。
）
。
こ
の
「
始
」

「
成
」
に
つ
い
て
は
、
王
曉
毅
氏
も
言
及
し
て
お
り
、
『
老
子
』
第
一
章
注
に
お
い
て
、
「
始
」
「
成
」
の
兩
概
念
を
あ
げ
、
「
始
」
は
「
生

出
」
、
「
成
」
は
「
完
善
」
で
あ
る
と
い
う
（
王
曉
毅
『
王
弼
評
傳
』
南
京
大
學
出
版
社
、
一
九
九
六
年
、
二
八
四
頁
。
）
。 

１

９ 

こ
の
點
に
つ
い
て
、
堀
池
氏
は
「
王
弼
の
『
老
子
』
解
釋
は
、
忠
實
な
祖
述
で
は
な
く
、
『
老
子
』
本
來
の
思
想
か
ら
は
逸
脱
す
る
傾
向

が
あ
っ
た
。
だ
か
ら
當
然
本
文
と
の
閒
に
齟
齬
を
き
だ
す
」
と
す
る
。
堀
池
氏
、
前
掲
書
、
四
八
四
頁
を
參
照
。 

２

０ 

河
上
公
注
「
兩
者
、
謂
有
欲
無
欲
也(

兩
者
は
、
有
欲
無
欲
を
謂
う
な
り)

。
」
ま
た
、
成
玄
英
『
老
子
義
疏
』
「
兩
、
謂
無
欲
有
欲
二
觀

也
（
兩
は
、
無
欲
有
欲
二
觀
を
謂
う
な
り
）
。
」
と
す
る
。 

２

１ 

王
曉
毅
氏
は
、
王
弼
の
「
物
の
始
」
（
『
老
子
』
第
一
章
注
）
、
「
古
始
」
「
太
始
」
（
『
老
子
指
略
』
）
、
「
屯
者
、
天
地
造
始
之
時

也
。
造
物
之
始
、
始
於
冥
昧
」
（
屯
卦
彖
傳
王
注
）
を
あ
げ
、
漢
代
の
宇
宙
生
成
論
が
天
地
萬
物
生
成
の
前
に
い
く
つ
か
の
段
階
を
設
定
し

た
こ
と
を
、
王
弼
も
同
樣
に
行
っ
た
と
し
て
お
り
、
王
弼
の
「
以
無
爲
本
」
的
な
側
面
、
そ
し
て
「
天
地
萬
物
の
生
育
の
母
」
と
し
て
の
「
本
」

に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
（
王
曉
毅
氏
、
前
掲
書
、
二
四
八
～
二
四
九
頁
。
）
。
た
だ
、
「
始
」
と
「
母
」
の
關
係
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ

て
い
な
い
。 
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２

２ 

『
老
子
』
第
四
十
章
「
天
下
之
萬
物
生
於
有
、
有
生
於
無
」
（
王
注
、
天
下
之
物
、
皆
以
有
爲
生
。
有
之
所
始
、
以
無
爲
本
。
…
…
）
。 

２

３ 
樓
宇
烈
氏
は
、
『
老
子
』
第
五
二
章
「
天
下
有
始
、
以
爲
天
下
母
」
の
王
注
を
「
善
始
之
、
則
善
養
畜
之
矣
。
故
天
下
有
始
、
則
可
以
爲

天
下
母
矣
」
と
、
古
逸
叢
書
本
道
藏
本
道
藏
集
注
本
に
よ
り
補
っ
て
い
る
。
古
逸
叢
書
本
道
藏
本
道
藏
集
注
本
の
「
故
天
下
有
始
、
則
可
以

爲
天
下
母
矣
」
を
み
る
と
、
「
天
下
母
」
の
前
提
と
し
て
「
天
下
有
始
」
が
提
示
さ
れ
て
お
り
、
第
一
章
王
注
の
「
始
」
「
母
」
議
論
と
類

似
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
樓
氏
の
注
１
を
參
照
（
前
掲
書
、
一
四
〇
頁
。
）
。 

２

４ 

『
周
易
』
の
「
始
」
と
「
終
」
の
意
味
に
つ
い
て
、
麥
谷
氏
は
、
恆
卦
彖
傳
の
「
終
則
有
始
」
の
「
有
」
を
「
ま
た
」
と
訓
じ
て
お
り
、

恆
卦
彖
傳
「
終
則
復
始
」
と
繫
辭
上
傳
の
「
原
始
要
終
」
を
用
い
て
、
「
主
と
し
て
こ
の
世
界
の
中
で
自
然
の
變
化
の
法
則
や
人
事
の
變
遷

を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
（
麥
谷
氏
、
前
掲
論
文
、
二
二
九
頁
。
）
。 

２

５ 

知
其
雄
、
守
其
雌
、
爲
天
下
谿
。
爲
天
下
谿
、
常
德
不
離
、
復
歸
於
嬰
兒
。
〔
王
注
、
雄
、
先
之
屬
。
雌
、
後
之
屬
也
。
知
爲
天
下
之
先

者
必
後
也
。
是
以
聖
人
後
其
身
而
身
先
也
。
谿
不
求
物
、
而
物
自
歸
之
。
嬰
兒
不
用
智
、
而
合
自
然
之
智
。
〕
知
其
白
、
守
其
黑
、
爲
天
下

式
。
爲
天
下
式
、
常
德
不
忒
、
復
歸
於
無
極
〔
王
注
、
不
可
窮
也
〕
。
知
其
榮
、
守
其
辱
、
爲
天
下
谷
。
爲
天
下
谷
、
常
德
乃
足
、
復
歸
於

樸
〔
王
注
、
此
三
者
、
言
常
反
終
、
後
乃
德
全
其
所
處
也
。
下
章
云
反
者
道
之
動
也
、
功
不
可
取
、
常
處
其
母
也
〕
、
（
『
老
子
注
』
第
二

十
八
章
）
其
の
雄
を
知
り
て
、
其
の
雌
を
守
ら
ば
、
天
下
の
谿
と
爲
る
。
天
下
の
谿
と
爲
ら
ば
、
常
德
離
れ
ず
、
嬰
兒
に
復
歸
す
。
〔
王
注
、

雄
、
先
の
屬
。
雌
、
後
の
屬
な
り
。
天
下
の
先
と
爲
る
者
は
必
ず
後
る
る
を
知
る
な
り
。
是
こ
を
以
て
聖
人
其
の
身
を
後
に
し
て
身
先
ん
ず

る
な
り
。
谿
は
物
を
求
め
ず
、
而
ど
も
物
自
ら
之
に
歸
す
。
嬰
兒
は
智
を
用
い
ず
、
而
れ
ど
も
自
然
の
智
に
合
す
。
〕
其
の
白
を
知
り
、
其

の
黑
を
守
ら
ば
、
天
下
の
式
と
爲
る
。
天
下
の
式
と
爲
ら
ば
、
常
德
忒
わ
ず
、
無
極
に
復
歸
す
。
〔
王
注
、
窮
ま
る
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
〕

其
の
榮
を
知
り
、
其
の
辱
を
守
ら
ば
、
天
下
の
谷
と
爲
る
。
天
下
の
谷
と
爲
ら
ば
、
常
德
乃
ち
足
り
て
、
樸
に
復
歸
す
。
〔
王
注
、
此
の
三

者
、
常
に
終
に
反
り
、
後
に
乃
ち
德
は
其
の
處
る
所
を
全
う
す
る
を
言
う
な
り
。
下
章
に
云
う
、
反
者
は
、
道
の
動
な
り
と
。
功
は
取
る
可

か
ら
ず
、
常
に
其
の
母
に
處
る
な
り
。
〕 
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２

６ 

こ
こ
で
「
常
反
終
」
と
は
、
「
常
に
終
に
反
る
」
或
い
は
、
「
常
に
反
（
反
對
）
に
終
わ
る
」
の
二
通
り
の
讀
み
が
可
能
で
あ
る
が
そ
れ

を
よ
り
明
確
に
す
る
た
め
、
前
章
で
檢
討
し
た
『
老
子
』
第
四
十
章
の
王
注
を
參
考
に
し
て
み
よ
う
。
『
老
子
』
の
本
文
が
、
「
雄
」
「
雌
」

の
よ
う
に
反
對
概
念
と
し
て
理
解
し
や
す
い
對
を
言
っ
て
い
る
た
め
、
『
老
子
』
と
王
弼
に
お
け
る
「
反
」
の
意
味
解
明
は
難
し
い
が
、
王

弼
は
「
雄
、
先
之
屬
。
雌
、
後
之
屬
也
。
知
爲
天
下
之
先
者
必
後
也
」
と
い
い
、
「
先
後
」
と
し
て
把
握
し
て
お
り
、
そ
の
相
反
性
は
無
視

し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
ま
た
、
『
老
子
』
本
文
の
「
復
歸
」
「
反
」
の
解
釋
に
つ
い
て
、
蜂
屋
邦
夫
氏
は
、
『
老
子
』
第
二
十
八
章
の

「
復
歸
」
に
つ
い
て
、
あ
る
「
狀
態
に
立
ち
か
え
る
」
と
し
（
蜂
屋
邦
夫
氏
、
前
掲
書
、
一
三
一
～
一
三
二
頁
。
）
、
『
老
子
』
第
四
十
章

「
反
者
、
道
之
動
也
」
の
「
反
」
を
、
「
『
老
子
』
の
中
で
は
、
「
反
」
に
は
對
立
・
反
對
の
意
味
と
循
環
・
回
歸
の
意
味
が
あ
る
が
、
こ

こ
は
楚
簡
に
「
返
」
と
あ
る
よ
う
に
回
歸
の
意
味
」
と
し
て
い
る
（
蜂
屋
氏
、
前
掲
書
、
一
九
四
頁
。
）
。
『
老
子
』
第
二
十
八
章
の
「
嬰

兒
」
「
無
極
」
「
樸
」
は
、
「
雄
」
「
雌
」
、
「
白
」
「
黑
」
、
「
榮
」
「
辱
」
の
よ
う
な
對
的
な
概
念
を
超
え
て
、
「
無
」
的
な
も
の
で

あ
る
の
で
、
第
四
十
章
の
王
注
「
必
ず
無
に
反
る
」
と
い
う
文
脈
を
參
考
に
す
る
と
、
第
二
十
八
章
王
注
「
反
終
」
の
「
反
」
は
、
「
反
對
」

の
意
味
よ
り
も
「
反
る
」
と
い
う
讀
み
が
適
切
で
あ
る
。
結
局
、
王
弼
注
「
反
終
」
は
「
終
わ
り
に
か
え
る
」
と
解
釋
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
思
わ
れ
る
。 

２

７ 

神
塚
淑
子
氏
は
、
環
（
か
え
る
こ
と
）
の
同
義
語
と
し
て
「
復
」
「
歸
」
「
返
」
「
反
」
を
含
め
て
い
る
（
神
塚
淑
子
「
往
と
環
」
『
中

國
宗
敎
思
想
』
２
（
一
九
九
〇
、
岩
波
書
店
）
、
二
六
二
頁
の
注
⑴
を
參
照
）
。 

 

２

８ 

『
列
子
』
張
湛
注
「
進
當
爲
盡
。
此
書
盡
字
例
多
作
進
也
。
（
進
は
當
に
盡
と
爲
す
べ
し
。
此
の
書
盡
字
、
例
多
く
進
と
作
す
な
り
。
）
」

こ
れ
に
從
う
。 

２

９ 

『
列
子
』
張
湛
注
「
久
當
爲
有
。
無
始
故
不
終
、
無
有
故
不
盡
。
（
久
は
當
に
有
と
爲
す
べ
し
。
始
無
き
が
故
に
終
ら
ず
、
有
無
き
が
故

に
盡
き
ず
）
」
こ
れ
に
從
う
。 

３

０ 

『
老
子
注
』
第
二
十
五
章
「
有
物
混
成
、
先
天
地
生
〔
王
注
、
混
然
不
可
得
而
知
、
而
萬
物
由
之
以
成
、
故
曰
「
混
成
」
也
。
不
知
其
誰
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之
子
、
故
先
天
地
生
。
〕
、
寂
兮
寥
兮
、
獨
立
不
改
〔
王
注
、
寂
寥
、
無
形
體
也
。
無
物
〔
匹
之
〕
、
故
曰
「
獨
立
」
也
。
返
化
終
始
、
不

失
其
常
、
故
曰
「
不
改
」
也
。
〕
、
周
行
而
不
殆
、
可
以
爲
天
下
母
〔
王
注
、
周
行
無
所
不
至
而
〔
不
危
〕
殆
、
能
生
全
大
形
也
、
故
可
以

爲
天
下
母
也
。
〕
。
」 

３

１ 

通
行
本
に
は
王
注
が
な
い
。
樓
宇
烈
氏
補
注
、
「
善
く
之
を
始
む
れ
ば
、
則
ち
善
く
之
を
養
畜
す
。
故
に
天
下
に
始
有
れ
ば
、
則
ち
以
て

天
下
の
母
と
爲
る
可
し
（
善
始
之
、
則
善
養
畜
之
矣
。
故
天
下
有
始
、
則
可
以
爲
天
下
母
矣
）
。
」
（
樓
氏
、
前
掲
書
、
一
三
九
～
一
四
〇

頁
。
） 

３

２ 

『
老
子
注
』
第
三
十
二
章
「
始
制
有
名
、
名
亦
既
有
、
夫
亦
將
知
止
。
知
止
所
以
不
殆
〔
王
注
、
始
制
、
謂
樸
散
始
爲
官
長
之
時
也
。
始

制
官
長
、
不
可
不
立
名
分
以
定
尊
卑
、
故
「
始
制
有
名
」
也
。
過
此
以
往
、
將
爭
錐
刀
之
末
、
故
曰
名
亦
既
有
、
夫
亦
將
知
止
也
。
遂
任
名

以
號
物
、
則
失
治
之
母
也
、
故
知
止
所
以
不
殆
也
。
〕
に
お
い
て
、
王
弼
が
「
始
制
有
名
」
の
注
釋
に
用
い
て
い
る
「
官
長
」
は
、
上
に
擧

げ
た
『
老
子
』
第
二
十
八
章
「
樸
散
則
爲
器
、
聖
人
用
之
、
則
爲
官
長
。
故
大
制
不
割
」
に
み
え
る
語
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
推
測
す
る
と
、

お
そ
ら
く
、
王
弼
は
『
老
子
』
の
「
始
制
」
「
大
制
」
を
同
じ
文
脈
と
し
て
理
解
し
て
お
り
、
「
始
制
」
に
も
「
官
長
」
を
用
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
興
味
深
い
點
は
、
兩
章
の
注
釋
に
は
、
同
じ
く
「
母
」
が
用
い
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
『
老
子
注
』
第
三
十
二

章
に
は
「
遂
任
名
以
號
物
、
則
失
治
之
母
也
、
故
「
知
止
所
以
不
殆
」
也
。
」
と
い
い
、
「
治
之
母
」
に
つ
い
て
い
っ
て
お
り
、
「
治
之
母
」

と
は
文
脈
上
「
官
長
」
と
類
似
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
王
弼
の
主
張
は
「
失
治
之
母
」
で
あ
り
、
そ
の
主
張
は
『
老
子
注
』
第
三
十
九
章
に

も
「
失
其
母
」
「
爲
功
之
母
不
可
舍
」
と
反
復
さ
れ
る
。 
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第
二
章 

『
莊
子
』
郭
象
注
の
始
終
論 

 

 
始
め
に 

 

玄
學
思
想
史
に
お
け
る
「
始
」
「
終
」
の
展
開
を
探
る
た
め
に
、
本
章
で
は
郭
象
の
「
始
」
「
終
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。
郭
象
の
注
釋
に
は
王
弼
と

比
べ
る
と
比
較
的
に
「
始
」
や
「
終
」
の
語
が
出
る
頻
度
は
增
え
て
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
「
始
」「
終
」
の
理
解
に
つ
い
て
も
王
弼
と
は
異
な
る
樣
子
を
み
せ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

本
章
は
郭
象
の
「
始
」「
終
」
を
考
察
す
る
た
め
、『
莊
子
』
郭
象
注
を
對
象
と
す
る
。『
莊
子
』
テ
キ
ス
ト
は
内
篇
・
外
篇
・
雜
篇
の
著
者
及
び
著
作
時
期
に
つ
い

て
諸
々
の
議
論
が
あ
る
が
、
す
べ
て
の
篇
に
お
い
て
郭
象
の
注
釋
が
施
さ
れ
て
い
る
點
や
、
郭
象
思
想
の
統
一
性
を
考
察
す
る
と
い
う
點
を
考
慮
し
、『
莊
子
』
郭
注

の
内
篇
の
み
な
ら
ず
外
篇
・
雜
篇
を
も
檢
討
す
る
こ
と
に
す
る
。 

な
お
、『
莊
子
』
そ
の
も
の
と
の
違
い
を
注
意
深
く
檢
討
し
、
ま
た
郭
象
以
前
の
王
弼
や
以
後
の
張
湛
と
を
綿
密
に
比
較
し
、
注
釋
に
あ
ら
わ
れ
る
郭
象
の
思
想
の

特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
玄
學
の
始
終
論
の
展
開
に
お
け
る
郭
象
の
位
置
づ
け
を
考
え
て
み
た
い
。
そ
こ
で
郭
象
の
始
終
論
に
お
け
る
生
成
論
や
本

體
論
と
の
關
係
を
檢
討
し
、
思
想
史
的
な
範
疇
に
お
け
る
考
察
も
行
う
こ
と
に
す
る
。 

 

第
一
節 

郭
象
に
お
け
る
「
氣
」
と
「
始
」
「
終
」 

  

郭
象
の
「
始
」「
終
」
は
、「
生
」「
死
」
と
同
一
の
意
味
と
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
が
多
く
、
と
く
に
萬
物
の
な
か
で
も
生
命
あ
る
も
の
、
そ
の
な
か
で
も
「
人
閒
」

の
生
死
を
指
す
場
合
が
多
い
。
本
節
で
は
、
郭
象
の
「
始
」
「
終
」
と
「
生
」
「
死
」
に
つ
い
て
考
察
し
、
そ
れ
と
「
氣
」
と
の
關
係
に
つ
い
て
探
る
こ
と
に
す
る
。
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ま
ず
、
「
生
」
と
「
死
」
の
關
係
に
つ
い
て
述
べ
る
『
莊
子
』
と
そ
の
郭
象
注
を
檢
討
し
て
み
よ
う
。 

 
生
也
死
之
徒
［
郭
象
注
１

、
知
變
化
之
道
者
、
不
以
死
生
爲
異
。
］
、
死
也
生
之
始
、
孰
知
其
紀
［
郭
注
、
更
相
爲
始
、
則
未
知
孰
死
孰
生
也
。
］（
『
莊
子
』
郭

注
・
外
篇
・
知
北
遊
篇
） 

生
や
死
の
徒
な
り
［
郭
象
注
、
變
化
の
道
を
知
る
者
は
、
死
生
を
以
て
異
と
爲
さ
ず
。
］
、
死
や
生
の
始
め
な
り
、
孰
か
其
の
紀
を
知
ら
ん
や
［
郭
注
、
更
い
に

相
い
始
め
と
爲
り
、
則
ち
未
だ
孰
か
死
し
孰
か
生
ず
る
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
］
。 

 郭
注
「
變
化
の
道
」
を
み
る
と
、
生
と
死
が
變
化
の
一
連
の
過
程
に
あ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
郭
注
「
更
に
相
い
始
め
と
爲
り
」
を
み

る
と
、
『
莊
子
』
は
「
死
は
生
の
始
め
」
と
い
い
、
生
と
死
の
關
係
性
を
「
始
」
を
通
し
て
語
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
比
べ
る
と
郭
象
は
『
莊
子
』
の
原
意
に
加
え
、

「
生
は
死
の
始
め
」
を
い
い
、
死
と
生
の
相
互
性
を
補
足
し
て
語
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
そ
し
て
死
生
の
相
互
性
の
み
な
ら
ず
、
「
生
」
「
死
」
と
は
變
化
の
過

程
に
お
い
て
互
い
の
「
始
」
に
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
郭
象
の
理
解
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
生
と
死
は
、
郭
注
「
死
生
を
以
て
異
と
爲
さ
ず
」
の
よ
う
に
、

變
化
の
過
程
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
異
な
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
と
き
の
生
死
は
、
宇
宙
の
始
終
を
語
る
と
い
う
よ
り
、「
人
閒
」
の
始
終
に
焦
點
を

當
て
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
續
く
『
莊
子
』
や
郭
象
注
に
は
、
人
閒
の
生
死
に
關
す
る
根
本
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
。 

 

人
之
生
、
氣
之
聚
也
。
聚
則
爲
生
、
散
則
爲
死
［
郭
注
、
俱
是
聚
也
、
俱
是
散
也
。
］。
若
死
生
爲
徒
、
吾
又
何
患
［
郭
注
、
患
生
於
異
。
］
。
故
萬
物
一
也
［
郭

注
な
し
］
。
（
『
莊
子
』
郭
注
・
外
篇
・
知
北
遊
篇
） 

人
の
生
は
、
氣
の
聚
ま
る
な
り
。
聚
ま
れ
ば
則
ち
生
と
爲
り
、
散
ず
れ
ば
則
ち
死
と
爲
る
［
郭
注
、
俱
に
是
れ
聚
ま
る
な
り
、
俱
に
是
れ
散
ず
る
な
り
。
］
。
死

生 

徒
と
爲
る
が
若
き
は
、
吾
れ
又
た
何
ぞ
患
え
ん
や
［
郭
注
、
患
は
異
に
す
る
よ
り
生
ず
。
］
。
故
に
萬
物
一
な
り
［
郭
注
な
し
］
。 

 

こ
こ
で
、
『
莊
子
』
も
郭
象
も
人
の
生
を
氣
の
離
合
聚
散
と
し
て
み
て
お
り
、
『
莊
子
』
と
郭
象
の
死
生
觀
が
基
本
的
に
氣
論
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
が
明
白
に
示
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さ
れ
て
い
る
。
郭
象
に
お
け
る
「
氣
」
に
つ
い
て
、
麥
谷
邦
夫
氏
は
「
氣
に
は
そ
れ
ほ
ど
の
關
心
を
拂
っ
て
は
お
ら
ず
『
莊
子
』
本
文
に
見
え
る
氣
を
ほ
ぼ
そ
の
ま

ま
繼
承
敷
衍
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、
郭
象
は
安
分
自
得
の
哲
學
と
萬
物
の
自
生
自
化
の
觀
點
か
ら
そ
の
注
を
一
貫
さ
せ
て
お
り
、
彼
の
氣
論
も
そ
の
枠

内
で
獨
自
性
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
」
２

、「
郭
象
に
お
け
る
氣
は
、
概
ね
先
秦
道
家
の
氣
を
踏
襲
し
て
萬
物
の
構
成
要
素
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
齊
一
性
と
多
樣
性

と
を
支
え
る
原
理
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
た
だ
、
生
成
論
的
氣
に
關
し
て
、
氣
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
聚
散
の
自
ず
か
ら

、
、
、
、
な
る
契
機
が
内
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
繰

り
返
し
強
調
し
た
と
こ
ろ
に
そ
の
特
色
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
」
３

と
い
う
。
郭
象
が
、
氣
論
的
な
側
面
が
強
い
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
基
準
に
よ
っ
て
異
な
る
判
斷

が
で
き
る
が
、
郭
象
の
生
死
觀
が
氣
論
の
上
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
點
で
、
郭
象
に
お
け
る
人
閒
の
始
終
の
氣
は
重
要
な
要
素
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
い
え
る
。
郭

象
に
お
い
て
、
人
閒
の
始
終
で
あ
る
生
と
死
と
は
、
氣
の
變
化
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
人
閒
感
情
と
は
別
の
原
理
に
よ
っ
て
は
た
ら
く
も
の
で
あ
る
４

。 

 

ま
た
、
麥
谷
氏
は
「
こ
れ
ら
は
、
萬
物
生
成
の
原
初
段
階
を
一
氣
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
、『
莊
子
』
大
宗
師
篇
の
「
天
地
の
一
氣
に
遊
ぶ
（
遊
乎
天
地

之
一
氣
）
」
（
…
中
略
…
）
な
ど
の
一
氣
が
萬
物
齊
同
の
原
理
と
さ
れ
て
い
る
の
と
は
趣
き
を
異
に
す
る
と
い
え
よ
う
」
５

と
い
い
『
莊
子
』
の
「
一
氣
」
と
張
湛
の

「
一
氣
」
と
の
違
い
に
つ
い
て
指
摘
し
て
お
り
、
そ
こ
で
『
莊
子
』
の
一
氣
が
「
萬
物
齊
同
の
原
理
」
で
あ
る
と
ま
と
め
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
果
た
し
て
『
莊
子
』

の
「
一
氣
」
６

に
關
す
る
郭
象
の
解
釋
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
次
を
檢
討
し
て
み
よ
う
。 

 
 

彼
方
且
與
造
物
者
爲
人
、
而
遊
乎
天
地
之
一
氣
［
郭
注
、
皆
冥
之
、
故
無
二
也
。
］。
彼
以
生
爲
附
贅
縣
疣
［
郭
注
、
若
疣
之
自
縣
、
贅
之
自
附
、
此
氣
之
時
聚
、

非
所
樂
也
。
］
、
以
死
爲
決

𤴯

潰
癰
［
郭
注
、
若

𤴯

之
自
決
、
廱
之
自
潰
、
此
氣
之
自
散
、
非
所
惜
也
。
］
、
夫
若
然
者
、
又
惡
知
死
生
先
後
之
所
在
［
郭
注
、

死
生
代
謝
、
未
始
有
極
、
與
之
俱
往
、
則
無
往
不
可
、
故
不
知
勝
負
之
所
在
也
。
］。
假
於
異
物
、
託
於
同
體
［
郭
注
、
假
、
因
也
。
今
死
生
聚
散
、
變
化
無
方
、

皆
異
物
也
。
無
異
而
不
假
、
故
所
假
雖
異
而
共
成
一
體
也
。
）。
忘
其
肝
膽
、
遺
其
耳
目
［
郭
注
、
任
之
於
理
而
冥
往
也
。
］。
反
覆
終
始
、
不
知
端
倪
［
郭
注
、

五
藏
猶
忘
、
何
物
足
識
哉
。
未
始
有
識
、
故
能
放
任
於
變
化
之
塗
、
玄
同
於
反
覆
之
波
、
而
不
知
終
始
之
所
極
也
。
］
（
『
莊
子
』
郭
注
・
内
篇
・
大
宗
師
篇
） 

彼
方
に
且
に
造
物
者
と
與
に
人
と
爲
り
て
、
天
地
の
一
氣
に
遊
ぶ
［
郭
注
、
皆
之
に
冥
し
、
故
に
二
無
き
な
り
。
］
。
彼
は
生
を
以
て
附
贅
縣
疣
と
爲
し
［
郭
注
、

疣
の
自
ず
か
ら
縣
け
、
贅
の
自
ず
か
ら
附
く
が
若
き
は
、
此
れ
氣
の
時
に
聚
る
も
の
な
り
、
樂
し
む
所
に
非
ざ
る
な
り
。
］
、
死
を
以
て
決

𤴯

潰
癰
と
爲
す
［
郭

注
、

𤴯

の
自
ず
か
ら
決
（
え
ぐ
）
り
、
廱
の
自
ず
か
ら
潰
す
が
若
き
は
、
此
れ
氣
の
自
ず
か
ら
散
ず
る
も
の
な
り
、
惜
し
む
所
に
非
ざ
る
な
り
。
］
、
夫
れ
然
る
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が
若
き
者
は
、
又
た
惡
ぞ
死
生
先
後
の
在
る
所
を
知
ら
ん
や
［
郭
注
、
死
生
は
代
謝
し
、
未
だ
始
め
よ
り
極
ま
る
有
ら
ず
、
之
と
與
に
俱
に
往
き
、
則
ち
往
き

て
可
な
ら
ざ
る
は
無
く
、
故
に
勝
負
の
在
る
所
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
］
。
異
物
に
假
り
、
同
體
に
託
し
［
郭
注
、
假
は
、
因
る
な
り
。
今
死
生
聚
散
し
、
變
化
に

方
無
く
、
皆
異
物
な
り
。
異
な
る
も
の
を
假
ら
ざ
る
無
く
、
故
に
假
る
所
異
な
る
と
雖
ど
も
而
れ
ど
も
共
に
一
體
を
成
す
な
り
。
）
。
其
の
肝
膽
を
忘
れ
、
其
の

耳
目
を
遺
れ
［
郭
注
、
之
を
理
に
任
せ
て
冥
く
往
く
な
り
。
］
。
終
始
を
反
覆
し
、
端
倪
を
知
ら
ず
［
郭
注
、
五
藏
す
ら
猶
お
忘
れ
、
何
の
物
識
る
に
足
ら
ん
や
。

未
だ
始
め
よ
り
識
る
有
ら
ず
、
故
に
能
く
變
化
の
塗
に
放
任
し
、
反
覆
の
波
に
玄
同
し
、
而
れ
ど
も
終
始
の
極
ま
る
所
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
］ 

 
 

 

物
の
な
か
で
生
命
あ
る
存
在
、
と
く
に
人
閒
、
そ
の
な
か
で
も
凡
人
に
は
、
生
と
死
に
關
し
て
、『
莊
子
』
や
郭
象
が
語
っ
て
い
る
よ
う
な
態
度
で
生
死
を
把
握
す

る
こ
と
は
と
て
も
難
し
い
。
人
閒
が
も
つ
死
を
恐
れ
生
を
喜
ぶ
感
情
は
普
遍
的
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
り
、
中
國
思
想
に
お
い
て
死
生
同
一
を
深
く
取
り
入
れ
た
神

仙
思
想
こ
そ
が
長
壽
の
た
め
の
技
術
に
勵
ん
だ
と
い
う
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
「
生
」
を
增
や
し
た
い
人
閒
の
根
本
感
情
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
郭
象
は
生
死

が
氣
の
聚
散
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
「
樂
し
む
所
に
非
ざ
る
な
り
」
「
惜
し
む
所
に
非
ざ
る
な
り
」
と
い
う
。
郭
象
は
『
莊
子
』
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
死
を
憎
む
人
閒

感
情
に
對
し
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
無
駄
で
あ
る
と
い
う
態
度
を
と
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
變
化
の
塗
」
で
あ
り
「
反
覆
の
波
」
で
あ
る
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。
で

は
、
郭
象
が
提
示
す
る
氣
に
つ
い
て
、
よ
り
詳
細
に
考
察
し
て
み
よ
う
。 

 

泰
初
有
无
、
无
有
无
名
［
郭
注
、
無
有
、
故
無
所
名
。
］
。
一
之
所
起
、
有
一
而
未
形
［
郭
注
、
一
者
、
有
之
初
、
至
妙
者
也
。
至
妙
、
故
未
有
物
理
之
形
耳
。

夫
一
之
所
起
、
起
於
至
一
、
非
起
於
無
也
。
然
莊
子
之
所
以
屢
稱
無
於
初
者
、
何
哉
。
初
者
、
未
生
而
得
生
。
得
生
之
難
、
而
猶
上
不
資
於
無
、
下
不
待
於
知
、

突
然
而
自
得
此
生
矣
。
又
何
營
生
於
已
生
以
失
其
自
生
哉
。
］
。
（
『
莊
子
』
郭
注
・
外
篇
・
天
地
篇
） 

泰
初
に
无
有
り
、
有
る
无
く
名
无
し
［
郭
注
、
有
る
無
き
が
故
に
名
づ
く
る
所
無
し
。
］
。
一
の
起
こ
る
所
、
一
有
り
て
未
だ
形
れ
ず
［
郭
注
、
一
な
る
者
は
、

有
の
初
な
り
、
至
妙
な
る
者
な
り
。
至
妙
な
る
が
故
に
未
だ
物
の
理
の
形
有
ら
ざ
る
の
み
。
夫
れ
一
の
起
こ
る
所
、
至
一
に
起
こ
る
も
、
無
に
起
こ
る
こ
と
非

ざ
る
な
り
。
然
ら
ば
莊
子
の
屢
し
ば
無
を
初
に
稱
す
る
所
以
の
者
は
、
何
ぞ
や
。
初
な
る
者
は
、
未
だ
生
ず
る
も
生
を
得
ず
、
生
を
得
る
の
難
に
し
て
、
而
し

て
猶
お
上
に
無
に
資
せ
ず
、
下
に
知
を
待
た
ず
、
突
然
に
し
て
自
ず
か
ら
此
の
生
を
得
、
又
た
何
ぞ
生
を
已
生
に
營
み
て
以
て
其
の
自
生
を
失
う
か
。
］
。 
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こ
こ
の
『
莊
子
』
の
「
泰
初
有
无
、
无
有
无
名
」
は
、
句
の
切
り
方
や
解
釋
に
お
い
て
議
論
の
あ
る
箇
所
で
あ
る
７

。『
莊
子
』
の
泰
初
に
つ
い
て
、
生
成
の
根
源

に
「
无
が
有
る
」
と
い
い
、
有
す
な
わ
ち
萬
物
は
ま
だ
存
在
し
な
い
段
階
と
し
て
設
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
對
し
て
郭
象
は
有
と
關
わ
る
無
を
想
定
せ
ず

「
一
」
を
擧
げ
て
い
る
。
郭
象
は
氣
論
に
基
づ
く
も
、
そ
の
一
氣
は
無
で
な
く
「
有
」
を
構
成
す
る
も
の
と
す
る
。
王
弼
の
生
成
論
と
比
べ
る
と
、
氣
論
の
側
面
が

王
弼
よ
り
強
く
、
そ
し
て
生
成
が
「
無
」
と
關
わ
ら
ず
「
有
」
の
領
域
と
關
連
す
る
も
の
と
し
た
點
が
郭
象
生
成
論
の
特
徴
で
あ
る
と
い
え
る
。 

郭
象
が
「
有
之
初
」
す
な
わ
ち
「
萬
物
の
始
め
」
が
「
一
」
と
い
う
の
は
、
注
目
し
た
い
部
分
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
こ
の
「
一
」
は
萬
物
を
構
成
す
る
氣

を
「
一
氣
」
と
し
た
郭
象
の
氣
論
が
生
成
の
原
理
と
し
て
あ
る
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
生
成
す
る
「
有
」
の
根
據
と
し
て
、「
無
」
を
前
提
に
し
な
い
點
で
非
本
體
論

で
あ
る
と
い
う
郭
象
の
立
場
が
「
無
に
起
こ
る
こ
と
非
ざ
る
な
り
」
に
お
い
て
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
た
め
で
も
あ
る
。 

 

第
二
節 

「
始
」
「
終
」
に
關
す
る
基
本
的
な
理
解 

  

そ
れ
で
は
、
郭
象
の
生
死
に
お
け
る
氣
論
的
な
側
面
を
前
提
に
し
て
、
こ
の
節
で
は
郭
象
が
始
や
終
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
を
考
察
し
て
み
た
い
。

ま
ず
、
次
を
檢
討
し
て
み
よ
う
。 

 

子
綦
曰
、
夫
吹
萬
不
同
、
而
使
其
自
己
也
［
郭
注
、
此
天
籟
也
。
夫
天
籟
者
、
豈
復
別
有
一
物
哉
。
即
衆
竅
比
竹
之
屬
、
接
乎
有
生
之
類
、
會
而
共
成
一
天
耳
。

無
既
無
矣
、
則
不
能
生
有
。
有
之
未
生
、
又
不
能
爲
生
。
然
則
生
生
者
誰
哉
。
塊
然
而
自
生
耳
。
自
生
耳
、
非
我
生
也
。
我
既
不
能
生
物
、
物
亦
不
能
生
我
、

則
我
自
然
矣
。
自
己
而
然
、
則
謂
之
天
然
。
天
然
耳
、
非
爲
也
、
故
以
天
言
之
。
…
…
故
物
各
自
生
而
無
所
出
焉
、
此
天
道
也
。
］
。
（
『
莊
子
』
郭
注
・
内
篇･

齊
物
論
篇
） 

子
綦
曰
く
、
夫
れ
吹
く
こ
と
萬
に
同
じ
か
ら
ず
、
而
れ
ど
も
其
を
し
て
自
ず
か
ら
己
と
せ
し
む
る
な
り
［
郭
注
、
此
れ
天
籟
な
り
。
夫
れ
天
籟
な
る
者
は
、
豈

に
復
た
別
に
一
物
有
ら
ん
や
。
即
ち
衆
竅
の
比
竹
の
屬
、
生
有
る
の
類
に
接
し
、
會
し
て
共
に
一
天
を
成
す
の
み
。
無
は
既
に
無
な
れ
ば
、
則
ち
有
を
生
ず
る
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能
わ
ず
。
有
の
未
だ
生
ぜ
ず
ん
ば
、
又
た
生
を
爲
す
こ
と
能
わ
ず
。
然
ら
ば
則
ち
生
を
生
ず
る
者
は
誰
か
。
塊
然
に
し
て
自
ず
か
ら
生
ず
る
の
み
。
自
ず
か
ら

生
ず
る
の
み
、
我
生
に
非
ざ
る
な
り
。
我
既
に
物
を
生
ず
る
こ
と
能
わ
ず
、
物
も
亦
た
我
を
生
ず
る
こ
と
能
わ
ざ
れ
ば
、
則
ち
我
は
自
ず
か
ら
然
る
。
自
ず
か

ら
己
と
な
り
て
然
ら
ば
、
則
ち
之
を
天
の
然
り
と
謂
う
。
天
の
然
る
の
み
、
爲
す
こ
と
非
ざ
る
な
り
、
故
に
天
を
以
て
之
を
言
う
。
…
…
故
に
物
各
お
の
自
ず

か
ら
生
じ
て
出
づ
る
所
無
し
、
此
れ
天
の
道
な
り
。
］
。 

 

「
無
は
既
に
無
な
れ
ば
、
則
ち
有
を
生
ず
る
能
わ
ず
」
は
、
存
在
の
始
原
と
し
て
の
「
無
」
を
強
く
否
定
し
て
い
る
。
だ
と
す
る
と
、
郭
象
に
お
い
て
「
有
」
の

存
在
は
ど
の
よ
う
に
し
て
「
有
」
と
し
て
存
在
し
う
る
の
か
、
と
す
ぐ
浮
か
ぶ
こ
の
よ
う
な
質
問
に
つ
い
て
、
郭
象
は
次
の
よ
う
に
問
答
す
る
。「
然
ら
ば
則
ち
生
を

生
ず
る
者
は
誰
か
。
塊
然
に
し
て
自
ず
か
ら
生
ず
る
の
み
。
自
ず
か
ら
生
ず
る
の
み
、
我
生
に
非
ざ
る
な
り
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
麥
谷
氏
が
前
節
で
指
摘

し
た
通
り
、
存
在
の
根
據
は
存
在
の
内
部
に
あ
る
と
い
う
、
郭
象
の
一
貫
性
が
生
成
に
も
適
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

次
は
「
我
生
に
非
ざ
る
な
り
」
に
注
目
し
て
み
よ
う
。「
我
生
」
が
「
自
分
の
母
」
８

だ
と
す
る
と
、
存
在
の
生
成
は
、
は
っ
き
り
は
し
て
い
な
い
氣
の
離
合
集
散

に
よ
っ
て
自
ず
か
ら
生
成
す
る
も
の
で
あ
り
、
存
在
以
前
の
始
原
に
あ
る
「
母
」
に
よ
っ
て
生
成
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
存

在
生
成
の
プ
ロ
セ
ス
に
「
母
」
を
お
き
、
さ
ら
に
「
母
」
を
す
て
な
い
こ
と
を
強
調
し
た
王
弼
の
生
成
論
と
比
べ
る
と
、
大
い
に
異
な
る
態
度
で
あ
り
、
興
味
深
い
９

。 

こ
の
よ
う
に
、
生
成
に
お
い
て
「
自
ず
か
ら
」
を
強
調
す
る
郭
象
の
特
色
は
以
下
の
『
莊
子
』
と
の
違
い
か
ら
も
如
實
に
み
え
る
。 

 

萬
物
出
乎
无
有
。
有
不
能
以
有
爲
有
、
必
出
乎
无
有
、
而
无
有
一
无
有
。
（
『
莊
子
』
雜
篇
・
庚
桑
楚
篇
） 

萬
物
は
有
る
无
き
よ
り
出
づ
。
有
は
有
を
以
て
有
を
爲
す
こ
と
能
わ
ず
、
必
に
有
る
无
き
よ
り
出
で
て
、
而
し
て
有
る
无
き
は
一
に
し
て
有
る
无
き
な
り
。 

 

こ
こ
で
『
莊
子
』
雜
篇
の
本
文
は
、
有
で
あ
る
萬
物
は
必
ず
有
で
な
い
何
か
（
无
有
）
か
ら
生
成
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
が
、
こ
れ
は
『
老
子
』
第
四
〇
章
の

「
天
下
萬
物
生
於
有
、
有
生
於
無
」
と
類
似
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
對
し
て
郭
象
は
次
の
よ
う
に
注
し
て
お
り
、「
有
」
が
生
成
の
根
據
と
す
る
は
た
ら
き
は

「
自
ず
か
ら
」
で
あ
る
こ
と
を
繰
り
返
し
強
調
す
る
の
で
あ
る
。 
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夫
有
之
未
生
１
０

、
以
何
爲
生
乎
。
故
必
自
有
耳
、
豈
有
之
所
能
有
乎
（
『
莊
子
』
郭
注
・
雜
篇
・
庚
桑
楚
篇
） 

夫
れ
有
の
未
だ
生
ぜ
ざ
る
は
、
何
を
以
て
生
を
爲
す
や
。
故
よ
り
必
ず
自
ず
か
ら
有
る
の
み
、
豈
に
有
の
能
く
有
る
所
あ
ら
ん
や
。 

 

こ
の
よ
う
に
氣
論
に
基
づ
く
「
自
生
」
と
い
う
郭
象
の
生
成
論
に
よ
っ
て
、
玄
學
の
生
成
論
は
轉
機
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
郭
象
が
提

示
し
た
生
成
論
が
、
「
有
」
が
存
在
の
根
據
お
よ
び
始
原
と
し
て
關
係
し
た
「
無
」
か
ら
生
成
す
る
と
し
、
「
無
」
を
必
要
と
し
た
王
弼
の
生
成
論
と
は
大
き
く
異
な

る
た
め
で
あ
る
。 

 

そ
れ
で
は
、
郭
象
の
生
成
論
に
お
け
る
「
自
生
」
か
ら
少
し
話
し
を
變
え
て
、
郭
象
に
お
け
る
「
始
ま
り
」
と
「
終
わ
り
」
に
關
す
る
基
本
認
識
を
考
察
し
て
み

た
い
。 

そ
も
そ
も
『
莊
子
』
内
篇
に
は
「
有
」
以
前
、
存
在
の
始
原
を
遡
る
發
想
が
次
の
よ
う
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。 

 有
始
也
者
〔
郭
注
、
有
始
則
有
終
。
〕
、
有
未
始
有
始
也
者
〔
郭
注
、
謂
無
終
始
而
一
死
生
。
〕
、
有
未
始
有
夫
未
始
有
始
也
者
〔
郭
注
、
夫
一
之
者
、
未
若
不

一
而
自
齊
、
斯
又
忘
其
一
也
。
〕
。
（
『
莊
子
』
郭
注
・
内
篇･
齊
物
論
篇
） 

始
め
な
る
者
有
り
〔
郭
注
、
始
め
有
れ
ば
則
ち
終
わ
り
有
り
。
〕
、
未
だ
始
め
よ
り
始
め
な
る
者
有
ら
ざ
る
こ
と
有
り
〔
郭
注
、
終
始
を
無
く
し
て
死
生
を
一
に

す
る
を
謂
う
。
〕
、
未
だ
始
め
よ
り
夫
の
未
だ
始
め
よ
り
始
め
な
る
者
有
ら
ざ
る
こ
と
有
ら
ざ
る
有
り
〔
郭
注
、
夫
れ
之
を
一
に
す
る
者
は
、
未
だ
一
に
し
て
自

ず
か
ら
齊
し
く
せ
ざ
る
に
若
か
ず
、
斯
も
又
た
其
の
一
を
忘
る
る
な
り
。
〕
。 

 
 

こ
こ
で
『
莊
子
』
内
篇
の
本
文
は
、
始
ま
り
に
お
い
て
、「
始
め
な
る
者
有
り
」「
未
だ
始
め
よ
り
始
め
な
る
者
有
ら
ざ
る
こ
と
有
り
」「
未
だ
始
め
よ
り
夫
の
未
だ

始
め
よ
り
始
め
な
る
者
有
ら
ざ
る
こ
と
有
ら
ざ
る
有
り
」
の
よ
う
に
始
原
を
段
階
的
に
設
定
す
る
。
時
閒
軸
を
溯
っ
て
展
開
し
て
は
い
る
が
、
こ
れ
は
宇
宙
の
生
成
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を
論
じ
る
と
い
う
よ
り
は
理
屈
上
の
始
原
、
物
の
「
始
ま
り
」
の
以
前
を
論
理
的
に
展
開
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
對
し
て
、
郭
象
の
「
始
め
有
れ
ば
則
ち

終
わ
り
有
り
」「
終
始
を
無
く
し
て
死
生
を
一
に
す
」
を
み
る
と
、「
始
ま
り
が
あ
れ
ば
終
わ
り
の
あ
る
」
状
態
と
、「
終
わ
り
と
始
ま
り
の
な
い
死
生
同
一
」
の
状
態

と
い
う
異
な
る
段
階
を
設
定
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
そ
れ
が
生
成
論
と
い
う
よ
り
は
段
階
を
論
理
的
に
設
定
し
て
い
る
點
で
、『
莊
子
』
と
似
て
い
る
が
、
た
だ

し
、
『
莊
子
』
が
「
有
」
以
前
に
つ
い
て
論
理
を
展
開
し
て
い
る
の
に
對
し
て
、
郭
象
は
そ
れ
に
は
觸
れ
ず
、
「
有
」
に
限
っ
て
「
終
始
」
を
論
じ
て
い
る
。 

勿
論
、
郭
象
は
「
有
始
」
「
有
終
」
の
段
階
よ
り
先
に
「
無
終
始
」
の
状
態
を
お
き
、
よ
り
根
本
的
な
状
態
と
し
て
述
べ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
「
終
わ
り
」

に
つ
い
て
は
省
略
し
て
い
る
『
莊
子
』
の
態
度
と
、
「
終
わ
り
」
を
明
記
す
る
郭
象
の
注
釋
の
差
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
郭
象
の
理
解
は
、
個
別
の
「
始
」

「
終
」
へ
の
認
識
を
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
張
湛
の
必
然
性
と
し
て
の
「
理
」
理
解
に
繼
承
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
１
１

。 

こ
の
よ
う
に
郭
象
の
注
釋
は
一
見
當
た
り
前
の
よ
う
に
み
え
る
が
、「
始
」
が
あ
る
も
の
に
は
必
ず
「
終
」
が
あ
る
と
い
う
存
在
の
必
然
性
を
明
確
に
し
て
い
る
も

の
で
あ
る
。
必
然
性
と
し
て
の
始
終
を
あ
ら
わ
す
概
念
と
し
て
の
「
理
」
は
、
以
下
の
郭
注
に
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

生
有
爲
、
死
也
［
郭
注
、
生
而
有
爲
則
喪
其
生
。
］。
勸
公
、
以
其
死
也
、
有
自
也
［
郭
注
、
自
、
由
也
。
由
有
爲
、
故
死
。
由
私
其
生
、
故
有
爲
。
今
所
以
勸

公
者
、
以
其
死
之
由
私
耳
。
］。
而
生
陽
也
、
无
自
也
［
郭
注
、
夫
生
之
陽
、
遂
以
其
絶
迹
無
爲
而
忽
然
獨
爾
、
非
有
由
也
。
］
。
而
果
然
乎
［
郭
注
な
し
］
。
惡

乎
其
所
適
。
惡
乎
其
所
不
適
［
郭
注
、
然
而
果
然
、
故
無
適
無
不
適
而
後
皆
適
、
皆
適
而
至
也
。
］
。
天
有
曆
數
、
地
有
人
據
、
吾
惡
乎
求
之
［
郭
注
、
皆
已
自

足
。
］
。
莫
知
其
所
終
、
若
之
何
其
无
命
也
［
郭
注
、
理
必
自
終
、
不
由
於
知
、
非
命
如
何
。
］
。
莫
知
其
所
始
、
若
之
何
其
有
命
也
［
郭
注
、
不
知
其
所
以
然

而
然
、
謂
之
命
、
似
若
有
意
也
、
故
又
遣
命
之
名
以
明
其
自
爾
、
而
後
命
理
全
也
。
］。
有
以
相
應
也
、
若
之
何
其
无
鬼
邪
［
郭
注
、
理
必
有
應
、
若
有
神
靈
以

致
之
也
。
］
。
无
以
相
應
也
、
若
之
何
其
有
鬼
邪
［
郭
注
、
理
自
相
應
、
相
應
不
由
於
故
也
、
則
雖
相
應
而
無
靈
也
。
］
。
（
『
莊
子
』
郭
注
・
雜
篇
・
寓
言
篇
） 

生
じ
て
爲
す
有
れ
ば
、
死
す
る
な
り
［
郭
注
、
生
じ
て
爲
す
有
れ
ば
則
ち
其
の
生
を
喪
う
。
］
。
公
を
勸
む
る
は
、
其
の
死
な
る
や
、
自
る
有
る
を
以
て
す
る
な

り
［
郭
注
、
自
は
、
由
る
な
り
。
由
り
て
爲
す
有
る
が
故
に
死
す
。
由
り
て
其
の
生
を
私
と
す
る
が
故
に
爲
す
有
り
。
今
公
を
勸
む
る
所
以
の
者
は
、
其
の
死

の
私
に
由
る
を
以
て
す
る
の
み
。
］
。
而
し
て
生
陽
な
る
や
、
自
る
无
き
な
り
［
郭
注
、
夫
れ
生
の
陽
、
遂
に
其
の
迹
を
絶
ち
爲
す
無
き
に
し
て
忽
然
と
し
て
獨

り
を
以
て
す
る
の
み
、
由
る
有
る
に
非
ざ
る
な
り
。
］
。
而
し
て
果
た
し
て
然
ら
ん
か
［
郭
注
な
し
］
。
惡
く
に
か
其
の
適
す
る
所
ぞ
。
惡
く
に
か
其
の
適
せ
ざ
る
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所
ぞ
［
郭
注
、
然
し
て
果
た
し
て
然
る
が
故
に
適
無
く
適
せ
ざ
る
無
く
し
て
後
に
皆
適
す
、
皆
適
し
て
至
る
な
り
。
］
。
天
に
曆
數
有
り
、
地
に
人
據
有
り
、
吾

れ
惡
く
に
か
之
を
求
め
ん
か
［
郭
注
、
皆
已
に
自
ず
か
ら
足
る
。
］
。
其
の
終
る
所
を
知
る
莫
し
、
之
を
若
何
ぞ
其
れ
命
无
か
ら
ん
や
［
郭
注
、
理
と
し
て
必
ず

自
ず
か
ら
終
る
、
知
る
に
由
ら
ず
、
命
に
非
ず
し
て
如
何
。
］
。
其
の
始
ま
る
所
を
知
る
莫
し
、
之
を
若
何
ぞ
其
れ
命
有
ら
ん
か
［
郭
注
、
其
の
然
り
て
然
る
所

以
を
知
ら
ず
、
之
を
命
と
謂
う
は
、
意
有
る
が
若
き
に
似
る
な
り
、
故
に
又
た
命
の
名
を
遣
し
て
以
て
其
の
自
ず
か
ら
爾
る
を
明
ら
か
に
し
、
而
る
後
に
命
の

理
は
全
き
な
り
。
］
。
以
て
相
い
應
ず
る
有
る
や
、
之
を
若
何
ぞ
其
れ
鬼
无
き
や
［
郭
注
、
理
と
し
て
必
ず
應
ず
る
有
り
、
神
靈
有
り
て
以
て
之
を
致
す
が
若
く

な
り
。
］
。
以
て
相
い
應
ず
る
无
き
や
、
之
を
若
何
ぞ
其
れ
鬼
有
ら
ん
や
［
郭
注
、
理
と
し
て
自
ず
か
ら
相
い
應
ず
、
相
い
應
ず
る
は
故
に
由
ら
ざ
る
な
り
、
則

ち
相
い
應
ず
と
雖
ど
も
而
れ
ど
も
靈
無
き
な
り
。
］
。 

 こ
こ
の
郭
象
注
で
興
味
深
い
點
は
「
理
」
と
「
自
終
」
で
あ
る
。
ま
ず
「
理
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。 

そ
も
そ
も
こ
の
箇
所
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
命
」「
鬼
」
の
存
在
に
つ
い
て
は
有
る
と
も
無
い
と
も
い
え
な
い
と
い
う
『
莊
子
』
の
立
場
が
郭
象
に
も
受
け
繼
が
れ
る
。

た
だ
し
、
郭
象
は
『
莊
子
』
雜
篇
の
本
文
が
用
い
て
い
な
い
「
理
」
を
使
っ
て
い
る
。
郭
注
「
理
と
し
て
必
ず
自
ず
か
ら
終
る
」「
理
と
し
て
必
ず
應
ず
る
有
り
」「
理

と
し
て
自
ず
か
ら
相
い
應
ず
」
を
み
る
と
「
自
終
」
「
有
應
」
「
自
相
應
」
が
「
理
」
に
よ
っ
て
必
然
的
な
は
た
ら
き
と
し
て
成
立
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

 

と
く
に
本
章
の
本
題
で
あ
る
「
終
」
に
つ
い
て
言
及
す
る
「
自
終
」
に
注
目
し
て
み
る
と
、
郭
象
の
「
理
と
し
て
必
ず
自
ず
か
ら
終
る
」
に
お
い
て
、
「
終
わ
り
」

は
、
存
在
が
「
自
ず
か
ら
」
は
た
ら
く
も
の
で
あ
り
、
そ
の
は
た
ら
き
自
體
は
必
然
的
な
「
理
」
と
し
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。 

郭
象
注
に
は
「
自
始
」
と
い
う
語
は
な
い
。
そ
れ
は
、
お
そ
ら
く
郭
象
が
よ
く
用
い
る
タ
ー
ム
で
あ
る
「
自
生
」
が
「
自
始
」
と
似
た
よ
う
な
意
味
で
使
わ
れ
る

た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
前
節
の
「
自
生
」
の
考
察
か
ら
考
え
る
と
、「
自
生
」
は
主
に
人
閒
の
生
死
と
關
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
、「
自
生
」

と
對
に
し
て
考
え
ら
れ
る
「
自
終
」
を
郭
象
は
ど
の
よ
う
な
と
き
に
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

『
莊
子
』
内
篇
・
應
帝
王
篇
に
は
、
列
子
が
壺
丘
子
林
に
敎
化
し
て
大
い
に
悟
っ
た
と
い
う
話
が
あ
る
。『
莊
子
』
内
篇
の
本
文
の
最
後
は
「
一
に
是
れ
を
以
て
終

わ
る
（
一
以
是
終
）
」
、
つ
ま
り
ひ
た
す
ら
こ
の
境
地
に
い
て
生
涯
を
終
え
た
と
い
う
話
で
終
わ
る
。
『
莊
子
』
内
篇
・
應
帝
王
篇
の
こ
の
箇
所
は
、
『
列
子
』
黃
帝
篇

に
も
出
て
お
り
、
張
湛
は
そ
こ
に
、
次
の
よ
う
に
向
秀
の
注
を
引
用
す
る
。 
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壹
以
是
終
［
張
湛
注
、
向
秀
曰
、
遂
得
道
也
。
］
。
（
『
列
子
注
』
黃
帝
篇
） 

壹
に
是
れ
を
以
て
終
わ
る
［
張
湛
注
、
向
秀
曰
く
、
遂
に
道
を
得
る
な
り
。
］
。 

  

向
秀
も
張
湛
も
『
莊
子
』
内
篇
の
本
文
の
内
容
を
「
遂
に
道
を
得
る
な
り
」
と
理
解
し
て
お
り
１
２

、
話
の
主
人
公
の
列
子
が
獲
得
し
た
境
地
に
つ
い
て
述
べ
て
い

る
。
そ
れ
で
は
、
同
じ
箇
所
に
つ
い
て
、
郭
象
は
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
次
の
郭
象
注
を
み
て
み
よ
う
。 

 

一
以
是
終
［
郭
注
、
使
物
各
自
終
。
］
。
（
『
莊
子
』
郭
注
・
内
篇
・
應
帝
王
篇
） 

一
に
是
れ
を
以
て
終
わ
る
［
郭
注
、
物
を
し
て
各
お
の
自
ず
か
ら
終
わ
ら
せ
し
む
。
］
。 

 

 

郭
象
は
、『
莊
子
』
本
文
や
向
秀
の
理
解
と
は
い
さ
さ
か
離
れ
た
獨
特
な
見
解
を
述
べ
る
。
今
ま
で
檢
討
し
た
通
り
、
郭
象
が
「
自
ず
か
ら
」
と
い
う
は
た
ら
き
を

強
調
す
る
の
は
、
郭
象
思
想
が
も
っ
て
い
る
一
貫
性
で
あ
る
が
、
と
く
に
生
涯
を
終
え
る
と
い
う
話
と
し
て
の
『
莊
子
』
の
も
と
の
文
脈
に
お
い
て
、「
自
ず
か
ら
終

わ
る
」
と
い
う
獨
特
な
概
念
を
組
み
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ほ
か
の
注
釋
と
比
較
し
て
み
る
と
、
郭
象
の
獨
特
な
『
莊
子
』
理
解
が
よ
り
明
ら
か
に

な
る
。 

 

大
形
徹
氏
は
「
『
莊
子
』
の
い
う
「
死
」
は
他
の
思
想
家
た
ち
の
考
え
た
「
死
」
と
は
異
な
っ
て
い
る
」
１
３

と
い
い
『
莊
子
』
の
「
死
」
の
特
徴
に
つ
い
て
述
べ
、

ま
た
『
莊
子
』
内
篇
の
胡
蝶
の
夢
に
出
る
「
物
化
」
に
つ
い
て
、
「
郭
象
の
解
釋
に
よ
れ
ば
、
「
胡
蝶
の
夢
」
の
話
は
「
生
と
死
の
比
喩
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
」
と
い
い
１
４

、『
莊
子
』「
化
」
と
「
生
死
」
の
關
連
性
に
つ
い
て
述
べ
る
と
こ
ろ
で
郭
象
に
言
及
し
て
い
る
。
大
形
氏
は
『
莊
子
』
に
は
生
死
と
關
連
し
て
物

の
質
的
變
化
を
述
べ
る
話
が
多
く
あ
り
、
次
の
よ
う
に
「
縣
解
」
と
い
う
「
化
」
の
方
法
を
も
提
示
さ
れ
る
。 

 
 

安
時
而
處
順
、
哀
樂
不
能
入
也
［
郭
注
な
し
］
。
此
古
之
所
謂
縣
解
也
、
而
不
能
自
解
者
、
物
有
結
之
１
５

［
郭
注
、
一
不
能
自
解
、
則
衆
物
共
結
之
矣
。
故
能



- 41 - 

 

解
則
無
所
不
解
、
不
解
則
無
所
而
解
也
。
］
。
（
『
莊
子
』
郭
注
・
内
篇
・
大
宗
師
篇
） 

時
に
安
ん
じ
て
順
に
處
れ
ば
、
哀
樂
入
る
こ
と
能
わ
ざ
る
な
り
［
郭
注
な
し
］
。
此
れ
古
の
謂
う
所
の
縣
解
な
り
、
而
れ
ど
も
自
ず
か
ら
解
く
こ
と
能
わ
ざ
る
者

は
、
物
之
を
結
ぶ
有
る
な
り
［
郭
注
、
一
に
自
ず
か
ら
解
く
こ
と
能
わ
ざ
る
は
、
則
ち
衆
物 

共
に
之
を
結
ぶ
。
故
に
能
く
解
く
は
則
ち
解
か
ざ
る
所
無
く
、

解
か
ざ
る
は
則
ち
而
し
て
解
く
所
無
き
な
り
。
］
。 

 

『
莊
子
』
の
い
う
「
縣
解
」
と
は
「
絶
對
の
自
由
者
―
天
帝
の
縛
め
か
ら
解
放
さ
れ
た
人
閒
―
」
１
６

や
「
人
閒
に
下
さ
れ
た
逆
さ
吊
り
の
苦
刑
か
ら
の
解
放
」
１
７

等
で
理
解
さ
れ
る
。
「
縣
解
」
を
、
結
ば
れ
て
い
た
状
態
か
ら
逃
れ
る
、
自
由
に
な
る
と
い
う
意
味
で
取
る
と
い
う
こ
と
が
『
莊
子
』
の
「
死
」
「
終
」
に
對
す
る
立

場
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
大
形
氏
が
い
う
よ
う
な
「
死
」
「
終
」
の
「
化
」
は
「
縣
解
」
の
機
會
で
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
そ
こ
で
、
『
莊
子
』
は
「
物
之
を
結

ぶ
有
る
な
り
」
と
い
い
、
結
ば
れ
た
状
態
で
あ
る
た
め
「
自
ず
か
ら
解
く
」
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
。
存
在
の
世
界
が
結
ば
れ
て
い
る
束
縛
の
状
態
を
想
定
す
る
。

郭
象
も
『
莊
子
』
の
「
自
ず
か
ら
解
く
」
の
理
解
を
受
け
入
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
郭
象
の
理
解
が
「
自
ず
か
ら
」
の
は
た
ら
き
に
よ
る
「
自
ず
か
ら
生
じ
」

「
自
ず
か
ら
終
わ
る
」
に
基
づ
い
て
い
る
點
か
ら
考
え
る
と
、
郭
象
に
お
け
る
「
自
解
」
と
は
、
存
在
自
ず
か
ら
の
質
的
變
化
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
で
は
、
郭
象
が
「
衆
物 

共
に
之
を
結
ぶ
」
状
態
に
い
る
萬
物
個
別
同
士
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
、
次
節
で
檢
討
し
て
み
よ
う
。 

 

第
三
節 

「
相
因
」
と
「
非
待
」
の
思
想 

  

こ
こ
ま
で
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、
郭
象
に
お
い
て
存
在
が
存
在
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、「
自
ず
か
ら
」
と
い
う
は
た
ら
き
に
よ
る
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
れ
で
は
、
郭
象
は
「
自
ず
か
ら
生
じ
」
「
自
ず
か
ら
終
わ
る
」
個
別
同
士
が
ど
の
よ
う
な
關
係
を
結
ん
で
い
る
と
考
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
『
莊
子
』
内
篇
・
齊

物
論
篇
の
「
罔
兩
」
と
「
景
」
の
寓
話
に
お
い
て
、
福
永
氏
は
「
萬
物
は
人
閒
の
因
果
的
把
握
を
超
え
て
、
た
だ
自
生
自
化
す
る
。
…
…
形
も
影
も
罔
兩
も
た
だ
自

然
と
し
て
存
在
し
、
た
だ
自
然
と
し
て
變
化
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
何
ら
の
因
果
關
係
も
な
く
、
互
い
に
依
存
す
る
こ
と
も
な
い
の
で
あ
る
。
莊
子
は
こ
の

萬
象
の
自
生
自
化
を
、
常
識
が
最
も
密
接
な
相
待
關
係
に
在
る
と
考
え
る
影
と
罔
兩
と
の
問
答
に
借
り
て
説
明
す
る
」
１
８

と
い
う
。
こ
の
箇
所
に
郭
象
は
次
の
よ
う
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に
注
釋
す
る
。 

 世
或
謂
罔
兩
待
景
、
景
待
形
、
形
待
造
物
者
。
請
問
、
夫
造
物
者
、
有
耶
無
耶
。
無
也
、
則
胡
能
造
物
哉
。
有
也
、
則
不
足
以
物
衆
形
。
故
明
衆
形
之
自
物
而

後
始
可
與
言
造
物
耳
。
是
以
涉
有
物
之
域
、
雖
復
罔
兩
、
未
有
不
獨
化
於
玄
冥
者
也
。
故
造
物
者
無
主
、
而
物
各
自
造
、
物
各
自
造
而
無
所
待
焉
、
此
天
地
之

正
也
。
故
彼
我
相
因
、
形
景
俱
生
、
雖
復
玄
合
１
９

、
而
非
待
也
。
（
『
莊
子
』
郭
注
・
内
篇
・
齊
物
論
篇
） 

世
に
或
ひ
と
罔
兩
は
景
に
待
ち
、
景
は
形
に
待
ち
、
形
は
造
物
者
に
待
つ
を
謂
う
。
請
う
て
問
う
、
夫
れ
造
物
者
は
、
有
な
る
か
無
な
る
か
。
無
な
る
や
、
則

ち
胡
ん
ぞ
能
く
造
物
す
る
や
。
有
な
る
や
、
則
ち
以
て
衆
形
を
物
と
す
る
に
足
ら
ず
。
故
に
衆
形
の
自
ず
か
ら
物
た
り
て
後
に
始
め
て
與
に
造
物
と
言
う
可
き

を
明
ら
か
に
す
る
の
み
。
是
こ
を
以
て
有
物
の
域
を
涉
り
、
復
た
罔
兩
な
り
と
雖
も
、
未
だ
玄
冥
に
獨
化
あ
る
者
有
ら
ざ
る
な
り
。
故
に
造
物
は
主
無
く
、
而

し
て
物
各
お
の
自
ず
か
ら
造
り
、
物
各
お
の
自
ず
か
ら
造
り
て
待
つ
所
無
し
、
此
れ
天
地
の
正
な
り
。
故
に
彼
我
相
い
因
り
て
、
形
と
景
と
は
俱
に
生
じ
、
復

た
玄
合
す
と
雖
も
、
而
れ
ど
も
待
つ
に
非
ざ
る
な
り
。 

  

福
永
氏
の
「
因
果
關
係
」
「
互
い
に
依
存
す
る
」
と
い
う
語
は
、
『
莊
子
』
の
「
待
」
と
い
う
言
葉
に
對
す
る
解
釋
で
あ
る
。
そ
し
て
郭
象
は
世
閒
で
は
「
罔
兩
」

「
景
」
「
形
」
「
造
物
者
」
を
「
待
」
す
な
わ
ち
依
存
關
係
と
し
て
把
握
す
る
と
ま
ず
論
を
立
て
て
、
そ
の
依
存
關
係
の
始
原
に
あ
る
と
さ
れ
る
「
造
物
者
」
に
つ
い

て
眞
っ
先
に
考
察
す
る
。
郭
象
に
よ
る
と
、
造
物
者
が
無
で
あ
れ
ば
、
造
物
の
動
力
が
内
在
し
て
い
な
い
た
め
、
造
物
で
き
な
い
。
も
し
有
だ
と
し
た
ら
、
す
で
に

形
が
限
ら
れ
て
い
る
有
が
ほ
か
の
あ
ら
ゆ
る
形
を
生
み
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
存
在
は
ど
の
よ
う
に
世
に
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の

か
。
郭
象
は
「
衆
の
形
の
自
ず
か
ら
物
と
な
る
」
こ
と
こ
そ
「
造
物
」
だ
と
い
う
。
造
物
に
は
根
本
的
な
存
在
と
し
て
の
主
體
を
設
定
せ
ず
（
造
物
者
無
主
）
２
０

、

萬
物
の
存
在
は
「
自
ず
か
ら
」
生
成
す
る
も
の
で
あ
り
（
物
各
自
造
）
、
萬
物
の
存
在
は
互
い
に
依
存
し
な
い
（
無
所
待
）
。
生
成
の
主
體
が
な
い
と
い
う
面
で
や
は

り
本
體
論
を
否
定
す
る
郭
象
の
非
本
體
論
的
な
生
成
論
が
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

た
だ
、
郭
象
の
萬
物
同
士
の
關
係
性
に
つ
い
て
の
見
解
は
、
も
う
少
し
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
部
分
が
あ
る
。
そ
れ
は
郭
注
「
彼
我
相
い
因
り
て
、
形
と
景

と
は
俱
に
生
じ
、
復
た
玄
合
す
と
雖
も
、
而
れ
ど
も
待
つ
に
非
ざ
る
」
に
み
え
る
「
彼
我
相
因
」
と
「
而
非
待
」
の
論
理
關
係
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
解
明
さ
れ
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る
と
思
わ
れ
る
。
郭
象
に
お
い
て
「
因
」
と
「
待
」
は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
、
ど
の
よ
う
に
使
い
分
け
が
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、「
相
因
」
を
「
獨

化
」
の
對
と
し
て
み
た
既
存
の
議
論
２
１

を
踏
ま
え
て
、
「
相
因
」
と
「
非
待
」
と
の
關
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
該
當
『
莊
子
』
内
篇
の
本
文
で
は
物
の
「
相

因
」
は
出
て
い
な
い
の
に
、
郭
象
は
な
ぜ
「
相
因
」
を
用
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
手
掛
か
り
と
し
て
、
以
下
の
『
莊
子
』
内
篇
・
齊
物
論
篇
を
檢
討
し
て
み
よ
う
。 

 

物
无
非
彼
、
物
无
非
是
。
自
彼
則
不
見
、
自
知
則
知
之
。
故
曰
彼
出
於
是
、
是
亦
因
彼
。
彼
是
方
生
之
説
也
、
雖
然
、
方
生
方
死
、
方
死
方
生
。
方
可
方
不
可
、

方
不
可
方
可
。
因
是
因
非
、
因
非
因
是
。
是
以
聖
人
不
由
、
而
照
之
於
天
、
亦
因
是
也
。
（
『
莊
子
』
・
内
篇
・
齊
物
論
篇
） 

 

物
は
彼
に
非
ざ
る
无
く
、
物
は
是
れ
に
非
ざ
る
无
し
。
彼
よ
り
す
れ
ば
則
ち
見
え
ず
、
自
ず
か
ら
知
れ
ば
則
ち
之
を
知
る
。
故
に
曰
く
彼
は
是
よ
り
出
で
、
是

れ
も
亦
た
彼
に
因
る
と
。
彼
と
是
れ
と
方
び
に
生
ず
る
の
説
な
り
、
然
り
と
雖
も
、
方
び
に
生
じ
て
方
び
に
死
し
、
方
び
に
死
し
て
方
び
に
生
ず
。
方
び
に
可

に
し
て
方
び
に
不
可
に
し
、
方
び
に
不
可
に
し
て
方
び
に
可
に
す
。
是
に
因
り
非
に
因
り
、
非
に
因
り
是
に
因
る
。
是
こ
を
以
て
聖
人
は
由
ら
ず
、
而
し
て
之

を
天
に
照
ら
す
も
、
亦
た
是
に
因
る
な
り
。 

 

こ
こ
の
『
莊
子
』
本
文
「
故
に
曰
く
彼
は
是
よ
り
出
で
、
是
れ
も
亦
た
彼
に
因
る
（
故
曰
彼
出
於
是
、
是
亦
因
彼
）
」
に
郭
象
は
次
の
よ
う
に
注
す
る
。 

 夫
物
之
偏
也
、
皆
不
見
彼
之
所
見
、
而
獨
自
知
其
所
知
。
自
知
其
所
知
、
則
自
以
爲
是
。
自
以
爲
是
、
則
以
彼
爲
非
矣
。
故
曰
彼
出
於
是
、
是
亦
因
彼
、
彼
是

相
因
而
生
者
也
。
（
『
莊
子
』
郭
注
・
内
篇
・
齊
物
論
篇
） 

夫
れ
物
の
偏
な
り
、
皆
彼
の
見
る
所
を
見
ず
、
而
し
て
獨
り
自
ず
か
ら
其
の
知
る
所
を
知
る
。
自
ず
か
ら
其
の
知
る
所
を
知
る
は
、
則
ち
自
ず
か
ら
以
て
是
と

爲
す
。
自
ず
か
ら
以
て
是
と
爲
す
は
、
則
ち
彼
を
以
て
非
と
爲
す
。
故
に
曰
く
彼
は
是
よ
り
出
で
、
是
れ
も
亦
た
彼
に
因
る
と
、
彼
と
是
れ
と
相
い
因
り
て
生

ず
る
者
な
り
。 

 

 

こ
こ
の
「
彼
と
是
れ
と
相
い
因
り
て
生
ず
る
者
（
彼
是
相
因
而
生
者
）
」
を
み
る
と
、
郭
象
は
彼
と
是
と
の
關
係
を
「
相
い
因
り
て
生
ず
る
者
」
と
し
て
み
て
い
る
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こ
と
が
分
か
る
。
こ
こ
を
み
る
限
り
、
罔
兩
と
影
の
「
彼
我
相
い
因
り
て
、
形
と
景
と
は
俱
に
生
ず
（
彼
我
相
因
、
形
景
俱
生
）
」
の
萬
物
同
士
の
關
係
性
は
、
「
彼

と
是
れ
と
相
い
因
り
て
生
ず
る
者
（
彼
是
相
因
而
生
者
）
」
と
同
じ
構
造
を
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
萬
物
の
個
體
各
々
は
各
自
お
互
い
因
り
て
内
在
的
に

生
成
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
依
存
し
て
存
在
し
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
生
成
の
面
で
は
互
い
に
内
在
的
な
動
力
に
よ
っ
て
相
い
因
っ
て
と
も
に
生
成
す
る
（
相
因

而
生
）
關
係
性
を
も
つ
が
、
存
在
と
し
て
は
「
依
存
し
な
い
（
非
待
）
」
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 
終
わ
り
に 

  

本
章
は
郭
象
の
始
終
論
を
『
莊
子
』
や
王
弼
・
張
湛
と
の
比
較
を
通
し
て
考
察
し
、
郭
象
の
生
成
論
は
氣
論
に
基
づ
く
と
い
う
點
や
非
本
體
論
と
い
う
點
を
明
ら

か
に
し
、
と
く
に
王
弼
と
の
違
い
を
示
し
た
。 

 

郭
象
に
お
い
て
始
終
は
と
く
に
人
閒
の
生
死
と
し
て
論
じ
ら
れ
、
生
死
の
變
化
過
程
に
お
い
て
、
死
と
生
と
は
互
い
の
「
始
」
に
な
る
相
互
性
を
も
つ
。
こ
の
よ

う
な
郭
象
の
生
死
觀
は
基
本
的
に
「
一
氣
」
か
ら
な
る
氣
論
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
一
氣
に
關
す
る
解
釋
は
『
莊
子
』
と
郭
象
に
お
い
て
各
々
異
な
る
。
郭
象
に

お
け
る
人
閒
の
始
終
で
あ
る
生
死
は
、
氣
の
離
合
集
散
に
よ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
人
閒
感
情
や
認
識
で
把
握
で
き
る
對
象
で
は
な
い
。
ま
た
、
郭
象
は
萬
物
存
在

で
あ
る
有
の
生
成
に
お
い
て
無
を
想
定
せ
ず
、
始
終
も
ま
た
有
と
の
か
か
わ
り
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
の
點
も
ま
た
有
の
根
據
と
し
て
無
を
あ
げ
る
王
弼
と
の
明
ら

か
な
違
い
で
あ
る
。 

 

郭
象
の
「
始
終
」
に
關
す
る
基
本
認
識
は
、「
始
」
も
「
終
」
も
「
自
生
」
す
る
も
の
で
あ
り
、
な
に
か
を
契
機
に
し
て
「
我
生
」
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
ま
た
、「
有
終
」
と
必
然
性
の
理
を
強
調
し
、
生
死
の
化
を
通
し
て
「
自
解
」
と
い
う
「
終
わ
り
方
」
も
郭
象
の
「
終
わ
り
」
の
議
論
の
注
目
す
べ
き
一

部
分
で
あ
る
。 

 

郭
象
に
は
、
氣
の
離
合
集
散
に
よ
る
「
自
ず
か
ら
」
と
い
う
は
た
ら
き
が
、
生
成
や
存
在
の
大
前
提
と
な
る
。
そ
こ
で
萬
物
存
在
各
々
同
士
の
關
係
性
に
つ
い
て
、

依
存
關
係
と
し
て
扱
わ
れ
る
個
別
の
因
果
關
係
に
つ
い
て
『
莊
子
』
の
論
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
、
生
成
に
お
い
て
は
内
在
的
な
動
力
に
よ
る
「
相
い
因
る
（
相
因
）
」

が
、
存
在
と
し
て
は
「
依
存
し
な
い
（
非
待
）
」
と
い
う
論
理
を
見
せ
る
。 
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ま
と
め
る
と
、
始
終
を
通
し
て
考
察
し
た
郭
象
の
思
想
は
、
玄
學
思
想
史
の
生
成
論
と
本
體
論
に
お
い
て
、
王
弼
と
は
大
い
に
異
な
る
變
曲
點
に
な
っ
た
點
、
そ

し
て
以
後
張
湛
の
思
想
に
「
自
ず
か
ら
」
と
い
う
は
た
ら
き
や
「
理
」「
氣
」
の
側
面
で
大
き
い
影
響
を
與
え
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
宇
宙
の
構
造
や
生

成
よ
り
は
人
閒
の
生
死
、
そ
の
始
終
に
集
中
し
、
變
化
無
雙
の
有
の
世
界
に
お
い
て
、
人
閒
の
も
つ
内
面
、
例
え
ば
「
心
」
「
德
」
「
情
」
な
ど
を
議
論
す
る
こ
と
が

で
き
る
ベ
ー
ス
と
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。 

 

  

                                        

              

 

１ 

以
下
、
郭
注
と
す
る
。『
莊
子
』
や
郭
注
の
校
勘
は
、
主
に
郭
慶
藩
『
莊
子
集
釋
』（
中
華
書
局
、
一
九
六
一
年
第
一
版
、
二
〇
〇
四
年
第
二
版
、
二
〇
〇
六
年
第

一
〇
次
印
刷
版
）
に
從
っ
た
。 

２ 

麥
谷
邦
夫
「
魏
晉
南
北
朝
の
道
家
・
道
敎
に
お
け
る
氣
」
『
六
朝
隋
唐
道
敎
思
想
研
究
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
八
年
、
五
～
六
頁
（
初
出
の
原
題
「
道
家
・
道
敎

に
お
け
る
氣
」
小
野
澤
精
一
他
編
『
氣
の
思
想
』
東
京
大
學
出
版
會
、
一
九
七
九
年
、
二
六
五
～
二
六
六
頁
。
）
。 

３ 

麥
谷
氏
、
前
掲
書
、
六
頁
（
初
出
書
、
二
六
七
頁
。
）
。 

４ 

し
か
し
、
「
死
」
「
生
」
が
對
等
で
あ
る
と
い
う
態
度
と
は
別
と
し
て
、
「
死
」
を
省
察
す
る
態
度
が
、
内
篇
に
は
み
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
「
心
」
の

は
た
ら
き
に
關
す
る
『
莊
子
』
と
郭
象
の
立
場
に
み
え
る
が
、
郭
象
の
「
心
」
に
關
し
て
は
第
五
章
で
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。 

５ 

麥
谷
氏
、
前
掲
書
、
七
頁
（
初
出
書
、
二
六
七
頁
）
を
參
照
。 

６ 

劉
榮
賢
氏
は
、
『
莊
子
』
の
内
篇
と
外
雜
篇
と
を
分
け
て
そ
の
思
想
特
質
を
考
え
る
作
業
を
し
て
お
り
、
内
篇
に
み
え
る
「
一
氣
」
に
つ
い
て
は
、
「
生
成
原
質
」

と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
。
た
だ
、
劉
氏
は
内
篇
よ
り
外
雜
篇
に
お
い
て
氣
が
「
明
確
化
」
さ
れ
る
と
も
述
べ
、
内
篇
と
外
雜
篇
の
氣
を
區
別
す
る
。
劉
榮
賢
『
莊

子
外
雜
篇
研
究
』
聯
經
出
版
、
二
〇
〇
四
、
一
九
一
～
一
九
三
頁
を
參
照
。 

７ 

池
田
知
久
譯
注
『
莊
子
』
（
上
）
、
講
談
社
、
二
〇
一
四
年
、
七
一
八
～
七
一
九
頁
を
參
照
。 

８ 

『
後
漢
書
』
崔
駰
傳
「
豈
無
熊
僚
之
微
介
兮
。
悼
我
生
之
殲
夷
。
［
李
賢
注
、
我
生
、
謂
母
也
。
］
」
を
參
照
。 
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９ 
本
論
文
の
第
一
章
「
王
弼
の
始
終
論
」
の
「
王
弼
は
『
老
子
』
の
存
在
の
「
有
無
」
生
成
論
を
繼
承
し
て
お
り
、「
無
→
有
」
生
成
の
閒
に
、「
生
成
の
過
程
」
を

設
定
し
た
。
そ
の
上
、
そ
の
過
程
の
「
始
ま
り
」
と
「
終
わ
り
」
と
し
て
「
始
」
と
「
母
」
と
が
加
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
存
在
以
前
の
、
生
成

の
段
階
は
「
本
」
と
し
て
本
質
的
な
状
態
で
あ
り
、
こ
れ
を
強
調
す
る
點
が
王
弼
の
本
體
論
者
を
稱
す
る
根
據
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
」（
一
二
頁
）「
王
弼
に
お
い

て
は
「
子
」
よ
り
も
「
母
」
が
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
た
め
、
「
母
」
を
棄
て
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
」
（
二
二
頁
）
を
參
照
。 

１
０ 

「
未
生
」
は
、
成
玄
英
疏
に
よ
っ
て
、
「
未
生
之
時
」
（
外
篇
・
秋
水
）
「
歸
於
未
生
」
（
外
篇
・
田
子
方
）
「
已
生
未
生
」
（
雜
篇
・
庚
桑
楚
）
の
よ
う
に
概
念
的

な
タ
ー
ム
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。 

１
１ 

本
論
文
第
三
章
「
張
湛
『
列
子
注
』
の
始
終
論
」
を
參
照
。 

１
２ 

「
一
以
是
終
」
の
解
釋
に
つ
い
て
、
福
永
光
司
氏
は
「
ひ
た
す
ら
こ
の
境
地
を
自
己
の
境
地
と
し
な
が
ら
、
そ
の
安
ら
か
な
生
涯
を
終
る
こ
と
が
で
き
た
」
と

譯
し
（
福
永
光
司
『
莊
子
』
内
篇
、
朝
日
新
聞
社
、
一
九
六
六
、
三
一
一
頁
を
參
照
）
、
池
田
知
久
氏
は
、
林
希
逸
の
「
言
其
終
身
常
如
此
也
」
に
基
づ
き
、「
ひ

た
す
ら
こ
の
境
地
を
守
り
續
け
て
生
涯
を
終
え
た
の
で
あ
る
」
と
譯
す
（
池
田
知
久
譯
注
『
莊
子
』（
上
）
、
講
談
社
、
二
〇
一
四
、
五
〇
〇
、
五
一
一
頁
を
參
照
）
。 

１
３ 

大
形
徹
「
『
莊
子
』
に
み
え
る
「
化
」
と
「
眞
人
」
に
つ
い
て
」
『
人
文
學
論
集
』
一
九
九
四
、
四
七
頁
を
參
照
。 

１
４ 

大
形
氏
、
前
掲
書
、
同
じ
頁
を
參
照
。 

１
５ 

『
莊
子
』
内
篇
・
養
生
主
篇
に
も
「
縣
解
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
「
安
時
而
處
順
、
哀
樂
不
能
入
也
、
古
者
謂
是
帝
之
縣
解
。
」 

１
６ 

福
永
氏
、
前
掲
書
、
一
二
五
頁
を
參
照
。 

１
７ 

池
田
氏
、
前
掲
書
、
四
三
〇
頁
を
參
照
。 

１
８ 

福
永
氏
、
前
掲
書
、
一
〇
五
頁
を
參
照
。 

１
９ 

「
玄
合
」
解
釋
の
手
掛
か
り
と
し
て
は
、
『
莊
子
』
内
篇
・
齊
物
論
篇
「
物
は
彼
に
非
ざ
る
无
く
、
物
は
是
れ
に
非
ざ
る
无
し
（
物
无
非
彼
、
物
无
非
是
）
」
の

郭
象
注
「
物
皆
自
是
、
故
無
非
是
。
物
皆
相
彼
、
故
無
非
彼
。
無
非
彼
、
則
天
下
無
是
矣
。
無
非
是
、
則
天
下
無
彼
矣
。
無
彼
無
是
、
所
以
玄
同
也
。
」
の
「
玄

同
」
を
參
照
。 

２
０ 

こ
の
よ
う
な
郭
象
の
「
造
物
者
無
主
」
の
考
え
方
は
、
王
弼
の
『
周
易
』
解
釋
に
お
け
る
「
終
始
无
常
主
」（
本
論
文
第
一
章
「
王
弼
の
始
終
論
」（
七
頁
）
や
、
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王
弼
の
『
老
子
』
解
釋
に
お
け
る
「
吾
知
其
主
、
雖
有
萬
形
、
冲
氣
一
焉
」（
本
論
文
第
一
章
「
王
弼
の
始
終
論
」（
一
六
～
一
七
頁
）
と
比
較
し
て
み
る
こ
と
が

で
き
る
。 

２
１ 

湯
一
介
氏
は
、
「
獨
化
」
と
「
相
因
」
と
を
對
に
し
、
そ
し
て
「
無
待
」
と
「
有
待
」
と
を
對
に
し
て
論
じ
て
お
り
、
と
く
に
「
相
因
」
に
お
い
て
は
、
「
外
因

論
」
や
「
目
的
論
」
に
反
す
る
郭
象
の
立
場
に
つ
い
て
詳
細
に
説
明
し
て
い
る
。
湯
一
介
『
郭
象
與
魏
晉
玄
學
』
（
第
三
版
）
、
北
京
大
學
出
版
社
、
二
〇
〇
九
、

二
八
七
～
二
九
〇
頁
を
參
照
。
ま
た
、
王
晓
毅
氏
も
基
本
的
に
「
相
因
」
と
「
獨
化
」
を
對
に
論
じ
る
湯
氏
の
立
場
に
立
っ
て
説
明
し
て
い
る
。
王
晓
毅
『
郭
象

評
傳
』
南
京
大
學
出
版
社
、
二
〇
〇
六
、
二
一
八
、
二
四
五
頁
を
參
照
。 
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第
三
章 

『
列
子
』
張
湛
注
の
始
終
論 

 

 

 
始
め
に 

 

魏
晉
玄
學
思
想
を
考
え
る
上
で
、『
列
子
』
張
湛
注
は
缺
か
せ
な
い
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
中
野
達
氏
は
、
張
湛
と
彼
が
引
用
す
る
何
晏
・
王
弼
・
郭
象

と
を
比
較
檢
討
し
、
玄
學
思
想
史
の
な
か
に
張
湛
思
想
を
位
置
づ
け
た
。
中
野
氏
は
、
お
お
む
ね
「
宇
宙
論
」
と
「
存
在
論
（
本
體
論
）
」
の
側
面
で
玄

學
思
想
史
を
分
析
し
て
い
る
１

。
本
章
は
、
「
宇
宙
論
」
「
存
在
論
（
本
體
論
）
」
の
觀
點
か
ら
玄
學
思
想
史
に
お
け
る
張
湛
の
位
置
づ
け
を
把
握
す
る
中

野
氏
の
先
行
研
究
の
方
法
論
を
踏
ま
え
た
上
で
、
張
湛
の
始
終
論
を
考
察
す
る
。
そ
れ
は
、
王
弼
思
想
の
分
析
に
も
通
じ
る
方
法
論
で
あ
り
２

、
こ
の
方

法
論
を
軸
に
す
る
こ
と
で
、
玄
學
思
想
史
の
展
開
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
た
め
で
あ
る
。 

ま
た
、
張
湛
に
お
け
る
既
存
の
研
究
で
は
、
主
に
「
有
」
と
「
無
」
の
問
題
、
「
理
」
と
「
氣
」
の
問
題
、
『
列
子
』
と
張
湛
『
列
子
注
』
の
違
い
の

問
題
、
張
湛
の
中
心
思
想
と
し
て
の
「
至
虛
」
等
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
て
き
た
３

。
そ
こ
で
、
田
永
勝
氏
は
張
湛
思
想
の
宇
宙
生
成
論
的
「
元
氣
説
」
と

宇
宙
本
體
論
的
「
貴
無
論
」
が
相
容
れ
な
い
矛
盾
を
持
っ
て
い
る
と
指
摘
し
て
お
り
４

、
田
氏
と
似
た
問
題
意
識
と
し
て
、
坂
下
由
香
里
氏
は
「
何
晏
・

王
弼
の
貴
無
論
に
表
面
上
は
一
致
す
る
。
つ
ま
り
張
湛
は
「
自
生
」
す
る
「
有
」
に
先
行
す
る
「
有
」
の
本
來
態
と
し
て
の
「
無
」
を
お
く
こ
と
に
よ

っ
て
、
貴
無
論
を
崇
有
論
に
調
和
さ
せ
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
も
「
し
か
し
な
が
ら
、
貴
無
論
と
崇
有
論
と
は
、
兩
者
の
論
理
を
あ
り
の
ま
ま
に
受
け

取
る
限
り
、
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
」
５

と
し
た
。
兩
氏
の
指
摘
を
考
え
る
と
、
張
湛
思
想
の
整
合
性
を
獲
得
し
、
全
體
像
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、

張
湛
が
以
前
の
思
想
を
ど
の
よ
う
に
取
捨
選
擇
し
た
か
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
に
全
體
體
系
を
組
み
立
て
た
の
か
に
つ
い
て
綿
密
に
檢
討
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

そ
こ
で
本
章
は
先
行
研
究
が
殘
し
た
問
題
意
識
と
、
そ
の
方
法
論
を
踏
ま
え
て
、
玄
學
思
想
史
の
展
開
を
考
え
る
上
で
有
意
義
な
「
本
體
論
」
と
「
宇

宙
論
」
の
二
つ
を
手
に
持
っ
て
張
湛
思
想
を
把
握
し
て
み
た
い
。
そ
の
た
め
、
存
在
の
根
源
と
生
成
消
滅
に
關
し
て
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
に
も
か
か
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わ
ら
ず
、
玄
學
思
想
史
に
お
い
て
は
さ
ほ
ど
注
目
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
、
「
始
」
と
「
終
」
に
着
目
し
、
そ
れ
を
中
心
と
し
た
張
湛
の
注
釋
を
『
列
子
』

そ
の
も
の
や
以
前
の
思
想
と
比
較
檢
討
し
、
綿
密
に
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。
そ
こ
で
、「
宇
宙
論
」
を
考
え
る
上
で
は
、
よ
り
詳
細
に
「
生
成
論
」「
變

化
論
」
「
循
環
論
」
の
側
面
に
分
け
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。 

  
第
一
節 

『
列
子
』
張
湛
注
の
「
始
」 

 

張
湛
以
前
の
「
始
」
に
關
し
て
、
戸
川
芳
郞
氏
は
、
前
漢
後
期
の
生
成
論
に
つ
い
て
、「
陰
陽
説
の
基
礎
に
あ
る
萬
物
生
成
の
二
元
の
氣
は
、
始
元
の

重
視
に
伴
い
「
元
」
を
も
「
氣
の
始
め
」
と
し
て
、
具
象
世
界
の
陰
陽
二
氣
の
も
つ
活
源
力
の
根
源
に
、
氣
の
始
元
で
あ
る
“
元
氣
”
を
想
定
し
た
。

そ
れ
と
同
時
に
「
易
傳
」
の
太
極
―
兩
儀
の
、
ま
た
は
禮
樂
説
の
太
一
―
兩
儀
の
、
本
體
論
的
な
系
列
に
、
元
氣
―
陰
陽
の
生
成
論
的
な
段
階
説
を
パ

ラ
レ
ル
に
適
合
さ
せ
て
、
太
極
・
元
氣
―
宇
宙
始
元
の
體
系
を
成
立
さ
せ
た
」
６

と
い
い
、「
元
氣
」
を
「
氣
の
始
め
」
と
し
て
（
生
成
論
）
、
そ
し
て
萬

物
の
始
元
と
し
て
（
本
體
論
）
説
明
し
て
い
る
。
戸
川
氏
に
よ
る
と
、
ま
た
「
兩
漢
の
際
を
へ
て
後
漢
に
は
い
る
こ
ろ
か
ら
、
“
三
氣
”
の
説
が
出
現
」

し
た
と
さ
れ
、
根
源
と
し
て
の
氣
は
、
太
初
・
太
始
・
太
素
と
し
て
三
分
化
さ
れ
、
さ
ら
に
は
、
現
行
本
「
乾
鑿
度
」
（
鄭
玄
注
）
の
、
三
氣
（
太
初
・

太
始
・
太
素
）
の
前
に
「
太
易
」
を
置
く
と
い
う
、
四
分
化
さ
れ
た
萬
物
生
成
の
始
原
の
構
造
が
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
す
る
の
で
あ
る
７

。
こ
の

よ
う
な
漢
代
の
元
氣
説
お
よ
び
の
氣
の
分
化
説
は
、『
列
子
』
お
よ
び
張
湛
と
も
深
く
關
係
す
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
萬
物
存
在
の
生
成
に
か
か
わ
る

「
始
」
に
つ
い
て
述
べ
る
『
列
子
』
天
瑞
篇
と
そ
の
張
湛
注
に
み
え
る
８

。
ま
ず
『
列
子
』
は
次
の
よ
う
に
い
う
。 

 

夫
有
形
者
生
於
無
形
則
天
地
安
從
生
。
故
曰
、
有
太
易
、
有
太
初
、
有
太
始
、
有
太
素
。
太
易
者
、
未
見
氣
也
。
太
初
者
、
氣
之
始
也
。
太
始
者
、

形
之
始
也
。
太
素
者
、
質
之
始
也
。
（
『
列
子
』
天
瑞
篇
） 

夫
れ
有
形
な
る
者
は
無
形
よ
り
生
ず
れ
ば
、
則
ち
天
地
安
く
從
り
生
ず
る
。
故
に
曰
く
、
太
易
有
り
、
太
初
有
り
、
太
始
有
り
、
太
素
有
り
、
と
。

太
易
な
る
者
は
、
未
だ
氣
を
見
ざ
る
な
り
。
太
初
な
る
者
は
、
氣
の
始
め
な
り
。
太
始
な
る
者
は
、
形
の
始
め
な
り
。
太
素
な
る
者
は
、
質
の
始

め
な
り
。 
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こ
こ
で
『
列
子
』
の
「
始
」
は
、
萬
物
生
成
の
始
原
を
太
易
・
太
初
・
太
始
・
太
素
の
四
段
階
に
分
け
、
状
態
に
よ
っ
て
異
な
る
各
々
の
「
始
」
を

設
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
ま
だ
氣
が
見
え
な
い
段
階
」
→
「
氣
の
始
め
」
→
「
形
の
始
め
」
→
「
質
の
始
め
」
へ
と
分
化
す
る
四
段
階
の
始
が
示

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
張
湛
の
「
始
」
も
『
列
子
』
の
「
始
」
概
念
に
基
づ
い
て
四
段
階
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
張
湛
は
次

の
よ
う
に
い
う
。 

 

氣
・
形
・
質
具
而
未
相
離
（
張
注
、
此
直
論
氣
形
質
、
不
復
説
太
易
。
太
易
爲
三
者
宗
本
、
於
後
句
別
自
明
之
也
。
）
、
故
曰
渾
淪
。
（
『
列
子
注
』

天
瑞
篇
） 

氣
・
形
・
質
具
わ
り
て
未
だ
相
い
離
れ
ず
（
張
注
、
此
れ
直
だ
氣
形
質
を
論
ず
る
の
み
に
し
て
、
復
た
太
易
を
説
か
ず
。
太
易
は
三
者
の
宗
本
爲

り
、
後
句
に
於
い
て
別
に
之
を
自
明
す
る
な
り
。
）
、
故
に
渾
淪
と
曰
う
。 

 

張
湛
は
「
太
易
爲
三
者
宗
本
（
太
易
は
三
者
の
宗
本
爲
り
）
」
と
い
い
、
太
易
を
太
初
・
太
始
・
太
素
と
は
別
格
と
し
て
扱
う
。
と
く
に
「
宗
」「
本
」

の
語
が
王
弼
に
よ
く
用
い
ら
れ
る
本
體
論
的
な
タ
ー
ム
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
て
み
る
と
、
張
湛
に
お
い
て
太
易
は
ほ
か
の
始
に
と
っ
て
、
よ
り
根
本

的
な
段
階
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。 

さ
て
、
『
列
子
』
が
提
示
し
た
四
段
階
の
變
化
に
つ
い
て
、
張
湛
は
次
の
よ
う
に
い
う
。 

 

有
太
易
、
有
太
初
、
有
太
始
、
有
太
素
（
張
注
、
此
明
物
之
自
微
至
著
、
變
化
之
相
因
襲
也
。
）
。
（
『
列
子
注
』
天
瑞
篇
） 

太
易
有
り
、
太
初
有
り
、
太
始
有
り
、
太
素
有
り
、
と
（
張
注
、
此
れ
物
の
微
よ
り
著
わ
る
に
至
り
、
變
化
の
相
い
因
り
て
襲
う
を
明
ら
か
に
す

る
な
り
。
）
。 

 

張
湛
は
こ
の
四
つ
の
「
始
」
の
段
階
が
「
變
化
の
相
い
因
り
て
襲
う
」
と
し
、
各
々
の
段
階
が
超
越
的
な
何
か
を
背
景
に
す
る
の
で
は
な
く
、
各
々

段
階
が
「
相
い
因
り
て
」
進
行
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
生
成
に
お
け
る
張
湛
の
變
化
論
は
、
四
段
階
の
「
始
」
を
設
定
す
る
も
、
そ
の
關
係
や
連

續
性
に
つ
い
て
は
詳
し
く
説
明
し
て
い
な
い
『
列
子
』
の
變
化
論
と
は
區
別
さ
れ
る
。
氣
の
變
化
に
よ
る
段
階
の
各
々
が
「
相
い
因
る
」
と
い
う
張
湛

の
考
え
方
は
、
興
味
深
い
發
想
で
あ
る
。
超
越
的
な
な
に
か
（
た
と
え
ば
「
無
」
）
に
由
ら
ず
に
萬
有
が
「
自
生
」
し
て
存
在
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
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た
め
に
、
張
湛
は
分
化
し
た
氣
の
段
階
を
設
け
、
そ
の
各
々
の
氣
の
段
階
が
「
互
い
に
働
き
か
け
て
變
化
す
る
」
と
い
う
過
程
を
考
え
た
の
か
も
し
れ

な
い
。 

次
に
、
生
成
に
つ
い
て
、
戸
川
氏
は
、
鄭
玄
注
『
易
緯
乾
鑿
度
』
に
つ
い
て
述
べ
、「
後
漢
後
期
、
す
で
に
“
無
形
か
ら
有
形
へ
”
の
「
無
」
を
絶
對

の
本
體
と
す
る
觀
念
が
浸
透
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
『
淮
南
子
』
に
は
『
老
子
』
を
受
け
て
「
有
（
有
形
）
」
は
、
「
無
（
無
形
）
に
生
ず
…
…
」

と
い
っ
た
表
現
が
み
え
る
が
、
こ
れ
が
以
上
の
よ
う
な
宇
宙
生
成
の
論
と
結
び
つ
い
て
、
そ
の
生
成
の
原
理
を
問
う
こ
と
を
自
覺
し
た
存
在
論
」
や
「
後

漢
後
期
に
一
般
化
し
た
と
思
わ
れ
る
、
こ
の
“
有
形
は
無
形
に
生
ず
”
と
す
る
存
在
論
は
、
宇
宙
生
成
の
根
元
を
問
う
生
成
論
と
い
か
に
か
ら
み
あ
っ

て
い
た
か
。
…
こ
の
設
問
に
答
え
た
の
が
、
ほ
か
で
も
な
く
「
忽
然
と
し
て
自
生
す
る
」
説
の
提
起
で
あ
っ
た
」
９

と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ

は
ま
さ
に
張
湛
に
も
値
す
る
評
價
で
あ
り
、
張
湛
の
「
始
」
の
生
成
論
が
、
後
漢
か
ら
續
く
「
氣
」
の
生
成
論
の
流
れ
を
汲
む
と
い
う
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
こ
こ
で
次
の
張
湛
注
を
考
察
し
て
み
よ
う
。 

 

夫
有
形
者
生
於
無
形
（
張
注
、
謂
之
生
者
、
則
不
無
。
無
者
、
則
不
生
。
故
有
無
之
不
相
生
、
理
既
然
矣
、
則
有
何
由
而
生
。
忽
爾
而
自
生
。
忽

爾
而
自
生
、
而
不
知
其
所
以
生
。
不
知
所
以
生
、
生
則
本
同
於
無
。
本
同
於
無
、
而
非
無
也
。
此
明
有
形
之
自
形
、
無
形
以
相
形
者
也
。
）
。
（
『
列

子
注
』
天
瑞
篇
） 

夫
れ
有
形
な
る
者
は
無
形
よ
り
生
ず
（
張
注
、
之
れ
を
生
ず
る
と
謂
う
は
、
則
ち
無
と
な
ら
ず
。
無
は
、
則
ち
生
ぜ
ず
。
故
に
有
無
の
相
い
生
ぜ

ず
、
理
既
に
然
り
、
則
ち
有
何
く
に
由
り
て
生
ず
る
や
。
忽
爾
に
し
て
自
ら
生
ず
。
忽
爾
に
し
て
自
ら
生
じ
て
、
而
し
て
其
の
生
ず
る
所
以
を
知

ら
ず
。
生
ず
る
所
以
を
知
ら
ず
、
生
は
則
ち
本
よ
り
無
に
同
じ
。
本
よ
り
無
に
同
じ
く
、
而
れ
ど
も
無
に
非
ざ
る
な
り
。
此
れ
形
有
る
も
の
の
自

ら
形
づ
く
り
、
形
無
き
も
の
以
て
相
い
形
づ
く
る
を
明
ら
か
に
す
る
者
な
り
。
） 

 

『
列
子
』
本
文
が
「
夫
れ
有
形
な
る
者
は
無
形
よ
り
生
ず
」
と
い
い
「
有
形
」
の
存
在
が
根
本
と
し
て
の
「
無
形
」
か
ら
生
成
す
る
も
の
だ
と
す
る

の
に
對
し
て
、
張
注
「
故
に
有
無
の
相
い
生
ぜ
ず
、
理
既
に
然
り
、
則
ち
有
何
く
に
由
り
て
生
ず
る
や
。
忽
爾
に
し
て
自
ら
生
ず
。
忽
爾
に
し
て
自
ら

生
じ
て
、
而
し
て
其
の
生
ず
る
所
以
を
知
ら
ず
。
」
は
、「
有
（
形
）
」
は
「
無
」
に
よ
ら
ず
「
忽
爾
に
し
て
自
ら
生
ず
」
と
は
っ
き
り
示
し
て
い
る
。
こ

こ
で
、
「
有
」
す
な
わ
ち
萬
物
は
超
越
的
な
な
に
か
に
「
由
る
」
の
で
は
な
く
、
「
忽
爾
に
し
て
自
ら
生
ず
」
る
も
の
、
つ
ま
り
「
自
生
」
す
る
も
の
で

あ
る
と
い
う
張
湛
の
生
成
論
は
、
郭
象
か
ら
の
影
響
が
う
か
が
え
る
も
の
で
あ
る
。
中
野
氏
は
「
張
注
は
、
郭
象
注
の
思
想
構
成
の
中
心
概
念
と
考
え
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ら
れ
る
、
ま
た
そ
の
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
「
無
主
」「
自
造
」「
自
生
」「
獨
化
」
な
ど
に
關
す
る
所
説
は
い
っ
さ
い
引
用
せ
ず
に
、
意
外
に
も
そ
の

氣
化
説
を
採
り
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
」
１
０

と
い
う
。
中
野
氏
の
見
解
を
踏
ま
え
て
考
え
て
み
る
と
、
「
自
生
」
の
語
自
體
は
、
郭
象
か
ら
き
て
い
る

が
、
張
湛
は
そ
れ
を
氣
の
生
成
の
側
面
で
用
い
て
い
る
と
い
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

さ
て
、
氣
に
よ
る
生
成
論
・
變
化
論
の
ほ
か
に
、
張
湛
が
、
王
弼
が
展
開
し
た
本
體
論
の
よ
う
な
變
化
・
循
環
の
説
明
を
も
意
識
し
て
い
る
點
を
窺

う
こ
と
が
で
き
る
。
續
く
『
列
子
』
天
瑞
篇
の
本
文
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。 

 

渾
淪
者
、
言
萬
物
相
渾
淪
而
未
相
離
也
。
視
之
不
見
、
聽
之
不
聞
、
循
之
不
得
１
１

、
故
曰
易
也
。
易
無
形
埒
、
易
變
而
爲
一
。
一
變
而
爲
七
、
七

變
而
爲
九
。
九
變
者
究
也
１
２

。
一
者
、
形
變
之
始
也
。
（
『
列
子
』
天
瑞
篇
） 

渾
淪
は
、
萬
物
相
い
渾
淪
と
し
て
未
だ
相
い
離
れ
ざ
る
を
言
う
な
り
。
之
を
視
れ
ど
も
見
え
ず
、
之
を
聽
け
ど
も
聞
こ
え
ず
、
之
を
循
え
ど
も
得

ず
、
故
に
易
と
曰
う
な
り
。
易
に
形
埒
無
し
、
易
は
變
じ
て
一
と
爲
り
、
一
は
變
じ
て
七
と
爲
り
、
七
は
變
じ
て
九
と
爲
る
。
九
は
變
ず
る
者
究

ま
る
な
り
。
乃
ち
復
た
變
じ
て
一
と
爲
る
。
一
な
る
者
は
、
形
の
變
の
始
め
な
り
）
。 

 
 

こ
こ
で
『
列
子
』
本
文
は
「
渾
淪
」
の
未
分
化
の
状
態
を
「
易
」
と
い
う
。「
易
」
は
變
化
を
そ
の
特
徴
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
變
化
し
て
「
一
」
と

な
る
。
そ
こ
で
「
易
」
自
體
は
「
形
埒
」
が
な
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
「
一
」
に
變
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
萬
物
と
し
て
分
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

變
化
と
い
う
は
た
ら
き
に
基
づ
い
て
、
一
か
ら
九
ま
で
萬
物
は
分
化
し
て
い
き
、
そ
の
分
化
が
終
わ
っ
た
後
、
萬
物
は
「
一
」
に
な
る
。
そ
の
過
程
に

は
「
變
化
」
が
ず
っ
と
作
用
し
て
い
る
。「
氣
」
と
は
言
っ
て
い
な
い
も
の
の
、
こ
の
よ
う
に
氣
の
變
化
に
よ
っ
て
萬
物
が
生
成
し
、
分
化
し
、
消
滅
し

て
ま
た
「
氣
」
に
循
環
し
て
戻
る
過
程
に
つ
い
て
『
列
子
』
は
説
明
し
て
い
る
。
し
か
し
、
と
く
に
「
易
」
に
つ
い
て
、
張
湛
は
『
列
子
』
と
は
異
な

る
意
見
を
以
下
の
よ
う
に
示
す
。 

 

所
謂
易
者
、
窈
冥
惚
恍
、
不
可
變
也
。
一
氣
恃
之
而
化
、
故
寄
名
變
耳
。
（
『
列
子
注
』
天
瑞
篇
） 

謂
う
所
の
易
は
、
窈
冥
惚
恍
に
し
て
、
變
ず
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
一
氣
は
之
を
恃
に
し
て
化
し
、
故
に
名
に
寄
り
て
變
ず
る
の
み
。 

 『
列
子
』
が
易
は
變
化
す
る
も
の
と
す
る
の
に
對
し
て
、
張
湛
は
易
は
變
化
し
な
い
も
の
だ
と
し
て
い
る
。『
列
子
』
が
易
が
變
化
し
て
一
（
氣
）
に
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な
る
と
い
う
の
に
對
し
て
、
張
湛
は
易
は
變
化
せ
ず
、
一
氣
が
易
を
賴
り
に
し
て
變
化
す
る
も
の
だ
と
す
る
。
張
湛
に
よ
る
と
、
易
は
一
氣
の
賴
る
對

象
で
は
あ
る
が
、
易
そ
の
も
の
は
變
化
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
張
湛
が
易
の
性
格
を
こ
の
よ
う
に
考
え
た
理
由
と
し
て
は
、『
列
子
』
が
易
は
「
形
埒
が

無
い
」
も
の
と
し
た
の
に
基
づ
く
發
想
で
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
前
で
既
に
ふ
れ
た
「
ま
だ
氣
が
見
え
な
い
段
階
」
で
あ
る
「
太
易
」
を
、

氣
の
始
め
（
太
初
）
・
形
の
始
め
（
太
始
）
・
質
の
始
め
（
太
素
）
と
は
別
格
で
あ
る
根
本
（
宗
本
）
と
す
る
、
張
湛
の
生
成
論
が
も
つ
本
體
論
的
な
側

面
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
部
分
で
あ
り
、
張
湛
思
想
全
般
に
通
じ
る
論
理
で
も
あ
る
。 

そ
し
て
萬
物
の
變
化
が
終
わ
っ
た
後
、
元
の
一
（
氣
）
に
戻
る
循
環
に
つ
い
て
、
張
湛
は
次
の
よ
う
に
も
い
う
。 

 

既
涉
於
有
形
之
域
、
理
數
相
推
、
自
一
之
九
。
九
數
既
終
、
乃
復
反
而
爲
一
。
反
而
爲
一
、
歸
於
形
變
之
始
。
此
蓋
明
變
化
往
復
無
窮
極
。
（
『
列

子
』
天
瑞
篇
） 

既
に
有
形
の
域
を
涉
り
、
理
の
數
相
い
推
し
、
一
自
り
九
に
之
く
。
九
數
既
に
終
わ
り
、
乃
ち
復
た
反
り
て
一
と
爲
る
。
反
り
て
一
と
爲
る
は
、

形
の
變
の
始
め
に
歸
る
な
り
。
此
れ
蓋
し
變
化
往
復
の
窮
極
無
き
を
明
ら
か
に
す
。 

 

こ
こ
で
、
興
味
深
い
點
は
、
一
（
氣
）
へ
の
循
環
に
つ
い
て
、
張
湛
が
「
反
る
」「
歸
る
」
と
い
う
は
た
ら
き
で
説
明
し
て
い
る
點
で
あ
る
。
張
湛
の

「
反
而
爲
一
」
の
理
屈
は
、
お
そ
ら
く
王
弼
『
老
子
注
』
第
四
二
章
に
み
え
る
「
萬
物
萬
形
、
其
歸
一
也
」
の
「
一
に
歸
る
」
に
似
た
も
の
の
よ
う
に

思
わ
れ
る
１
３

。
し
か
し
、
王
弼
の
「
歸
一
」
を
氣
の
側
面
で
理
解
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
れ
は
王
弼
は
「
一
」
を
本
質
的
な
も
の
と
し
て
み
て
は
い

る
も
の
の
、
そ
れ
に
對
す
る
氣
の
宇
宙
論
的
な
説
明
が
缺
如
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
張
湛
に
お
け
る
「
一
」
は
「
氣
」
で
あ
り
、
王
弼
と

は
違
う
循
環
論
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
『
列
子
』
の
「
九
」
と
い
う
數
字
は
「
氣
の
變
化
の
極
點
」
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
ま
た
「
變
化
」
し
て

「
一
」
の
「
氣
」
に
戻
る
と
い
う
循
環
論
で
あ
る
の
に
對
し
て
、
張
湛
は
、
有
形
に
な
っ
た
時
點
で
、
萬
有
は
變
化
し
細
分
化
し
て
い
き
、
そ
の
分
化

が
終
わ
る
と
、
「
形
の
變
化
の
始
め
」
の
段
階
に
「
歸
る
」
と
い
う
。
有
形
の
存
在
が
「
一
」
の
「
氣
」
の
状
態
に
戻
る
と
い
う
點
で
は
、
『
列
子
』
本

文
に
も
み
え
る
觀
點
で
あ
る
が
、
「
か
え
る
」
對
象
で
あ
る
「
本
來
の
状
態
」
が
「
無
形
」
で
な
く
「
形
の
變
化
の
始
め
（
形
變
之
始
）
」
で
あ
る
と
い

う
點
は
、
張
湛
の
循
環
思
想
の
特
色
と
も
い
え
る
。
張
湛
に
よ
る
と
、
變
化
す
る
存
在
の
「
循
環
」
は
「
氣
」
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
變
化
の
段
階
が

互
い
に
作
用
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
一
つ
の
段
階
が
終
わ
っ
た
後
は
、
必
ず
次
の
始
ま
り
に
繋
が
る
こ
と
に
な
る
。 

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
こ
こ
で
み
る
張
湛
の
「
始
」
と
生
成
・
變
化
・
循
環
に
關
す
る
考
え
方
は
、
基
本
的
に
は
漢
代
の
元
氣
説
と
分
化
説
、『
莊
子
』
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に
み
え
る
氣
の
離
合
聚
散
に
よ
る
萬
物
な
ど
か
ら
影
響
さ
れ
た
氣
論
の
文
脈
で
理
解
で
き
る
。
た
だ
、
そ
の
氣
の
ほ
か
に
生
成
・
變
化
・
循
環
し
な
い

根
本
を
設
定
す
る
と
い
う
點
で
氣
一
元
と
は
言
い
難
く
、
と
く
に
王
弼
の
「
宗
」「
本
」
の
よ
う
な
本
體
論
的
な
要
素
か
ら
の
影
響
も
、
變
容
さ
れ
た
形

で
う
か
が
え
る
。
た
だ
、
王
弼
に
お
け
る
「
始
」
概
念
は
「
無
」
の
觀
點
に
立
つ
本
體
論
で
は
あ
る
が
、
氣
が
關
與
す
る
餘
地
が
少
な
い
概
念
で
あ
る

こ
と
と
比
べ
る
と
、
張
湛
に
お
け
る
萬
物
の
「
始
」
は
氣
の
側
面
か
ら
理
解
で
き
る
生
成
論
・
變
化
論
・
循
環
論
の
要
素
が
強
い
と
い
う
こ
と
は
閒
違

い
な
い
。 

 

 

第
二
節 
『
列
子
』
張
湛
注
の
「
終
」 

 

さ
て
、
既
存
の
研
究
で
は
列
子
の
中
心
思
想
を
「
至
虛
」
と
み
る
も
の
が
多
く
１
４

、
そ
れ
は
以
下
の
よ
う
に
『
列
子
注
』
の
序
文
に
み
え
る
「
群
有

は
至
虛
を
以
て
宗
と
爲
し
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。 

 

其
書
大
略
明
群
有
以
至
虛
爲
宗
、
萬
品
以
終
滅
爲
驗
…
。
（
『
列
子
注
』
序
） 

其
の
書
の
大
略
は
群
有
は
至
虛
を
以
て
宗
と
爲
し
、
萬
品
は
終
滅
を
以
て
驗
と
爲
す
…
を
明
ら
か
に
す
。 

 

た
だ
、
張
湛
が
「
萬
品
は
終
滅
を
以
て
驗
と
爲
す
」
と
い
い
、「
終
滅
」
を
「
至
虛
」
と
竝
べ
て
い
る
點
に
つ
い
て
、
既
存
研
究
で
は
あ
ま
り
注
目
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
本
章
で
は
「
終
」
に
關
す
る
張
湛
の
注
釋
を
綿
密
に
檢
討
し
て
み
た
い
。 

 

生
之
所
生
者
死
矣
、
而
生
生
者
皆
未
嘗
終
。
形
之
所
形
者
實
矣
、
而
形
形
者
未
嘗
有
。
…
…
（
張
注
、
夫
盡
於
一
形
者
、
皆
隨
代
謝
而
遷
革
矣
。

故
生
者
必
終
、
而
生
生
物
者
無
變
化
也
。
）
。
（
『
列
子
注
』
天
瑞
篇
） 

生
の
生
ず
る
所
の
者
は
死
す
、
而
れ
ど
も
生
を
生
あ
ら
し
む
る
者
は
皆
未
だ
嘗
て
終
わ
ら
ず
。
形
の
形
あ
る
所
の
者
は
實
あ
り
、
而
れ
ど
も
形
を

形
あ
ら
し
む
る
者
は
未
だ
嘗
て
有
ら
ず
。
…
…
（
張
注
、
夫
れ
一
形
に
盡
く
る
者
は
、
皆
隨
っ
て
代
謝
し
て
遷
革
す
。
故
に
生
ず
る
者
は
必
ず
終

わ
り
、
而
れ
ど
も
生
物
を
生
あ
ら
し
む
る
者
は
變
化
無
き
な
り
。
）
。 
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こ
こ
の
張
湛
注
「
生
ず
る
者
は
必
ず
終
わ
り
、
而
れ
ど
も
生
物
を
生
あ
ら
し
む
る
者
は
變
化
無
き
な
り
」
に
お
い
て
、「
生
ず
る
者
は
必
ず
終
わ
る
」

は
『
列
子
』
本
文
「
生
の
生
ず
る
所
の
者
は
死
す
」
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
、
生
成
の
産
物
で
あ
る
生
物
は
、
生
成
變
化
過
程
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、

い
っ
た
ん
生
じ
る
と
死
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
ご
く
當
た
り
前
の
自
然
法
則
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
れ
は
、
續
く
「
而
れ
ど
も
生
物
を

生
あ
ら
し
む
る
者
は
變
化
無
き
な
り
」
と
對
比
す
る
部
分
で
も
あ
る
。
張
湛
は
有
限
な
存
在
と
、
有
限
な
存
在
を
生
成
す
る
根
本
的
な
存
在
を
區
分
し
、

根
本
的
な
存
在
は
「
無
變
化
」
の
状
態
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
る
。『
列
子
』
本
文
も
「
生
之
所
生
者
」
と
「
生
生
者
」
と
を
區
別
し
て

い
る
が
、
そ
の
違
い
を
「
變
化
」
「
無
變
化
」
と
し
て
把
握
し
た
の
は
、
張
湛
の
特
色
で
あ
り
、
そ
し
て
、
「
生
生
物
者
」
を
「
無
變
化
」
と
い
う
張
湛

の
立
場
は
、
前
章
で
「
易
」
を
「
不
可
變
也
」
と
い
っ
た
の
と
通
じ
る
一
貫
し
た
態
度
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
張
湛
と
同
じ
く
生
と
死
を
氣
の
變
化
の
觀

點
か
ら
み
た
郭
象
が
「
死
生
之
變
」
１
５

や
「
與
變
化
爲
一
」
１
６

と
い
い
、
變
化
の
側
面
を
強
調
す
る
も
「
無
變
化
」
に
は
あ
ま
り
觸
れ
な
い
こ
と
と
は

對
比
的
で
あ
る
。 

さ
て
、
張
湛
が
「
生
者
必
終
」
の
必
然
性
を
強
調
す
る
の
は
、
以
下
に
み
え
る
『
列
子
』
本
文
の
「
生
者
、
理
之
必
終
者
也
」
に
基
づ
い
た
も
の
で

あ
る
。 

 

生
者
、
理
之
必
終
者
也
。
終
者
不
得
不
終
、
亦
如
生
者
之
不
得
不
生
（
張
注
、
生
者
不
生
而
自
生
、
故
雖
生
而
不
知
所
以
生
。
不
知
所
以
生
、
則

生
不
可
絶
。
不
知
所
以
死
、
則
死
不
可
禦
也
。
）
。
而
欲
恆
其
生
、
盡
１
７

其
終
、
惑
於
數
也
（
張
注
、
盡
、
亡
也
。
）
。
（
『
列
子
』
天
瑞
篇
） 

生
ず
る
者
は
、
理
と
し
て
必
ず
終
わ
る
者
な
り
。
終
わ
る
者
は
終
わ
ら
ざ
る
を
得
ざ
る
は
、
亦
た
生
ず
る
者
の
生
ぜ
ざ
る
を
得
ざ
る
が
如
し
（
張

注
、
生
ず
る
者
は
不
生
に
し
て
自
ら
生
じ
、
故
に
生
ず
と
雖
も
而
れ
ど
も
生
ず
る
所
以
を
知
ら
ず
。
生
ず
る
所
以
を
知
ら
ず
ん
ば
、
則
ち
生
絶
ゆ

可
か
ら
ず
。
死
す
る
所
以
知
ら
ず
ん
ば
、
則
ち
死
禦
ぐ
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
）
。
而
る
に
其
の
生
を
恆
に
し
、
其
の
終
わ
り
を
盡
く
さ
ん
と
欲
す

る
は
、
數
に
惑
え
る
な
り
（
張
注
、
盡
は
、
亡
く
す
な
り
。
）
。 

 

張
湛
は
、
生
死
を
「
理
」
の
觀
點
か
ら
み
て
お
り
、
そ
れ
は
『
列
子
』
本
文
「
生
者
、
理
之
必
終
者
也
」
に
み
え
る
必
然
性
の
原
理
と
し
て
の
理
を

踏
ま
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
興
味
深
い
點
は
、『
列
子
』
が
生
成
さ
れ
た
存
在
は
必
ず
終
わ
る
と
い
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
張
湛
は
「
生
者
不
生
而

自
生
」
と
い
い
、
存
在
は
「
自
ら
生
成
す
る
（
自
生
）
」
と
い
い
、
萬
物
存
在
の
「
自
ら
」
と
い
う
生
成
原
理
の
獨
立
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
部
分
で
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あ
る
。 

ま
た
、
こ
の
必
然
性
は
『
列
子
』
思
想
の
な
か
で
「
命
」
、
す
な
わ
ち
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
對
象
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
『
列

子
』
の
態
度
は
、
「
力
命
篇
」
の
内
容
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
運
命
至
上
主
義
」
１
８

の
考
え
方
で
あ
る
。
た
だ
、
「
力
命
篇
」
の

篇
目
に
對
す
る
張
湛
の
注
釋
を
み
る
と
、
必
然
性
を
『
列
子
』
そ
の
も
の
と
は
違
う
方
向
へ
も
っ
て
い
く
張
湛
の
姿
勢
が
み
え
る
。 

 

命
者
、
必
然
之
期
、
素
定
之
分
也
。
雖
此
事
未
驗
、
而
此
理
已
然
。
若
以
壽
夭
存
於
御
養
、
窮
達
係
於
智
力
、
此
惑
於
天
理
也
。
（
『
列
子
注
』「
力

命
篇
」
） 

命
は
、
必
然
の
期
な
り
、
素
定
の
分
な
り
。
此
の
事
未
だ
驗
せ
ず
と
雖
も
、
而
ど
も
此
の
理
已
に
然
り
。
以
て
壽
夭
は
御
養
に
存
し
、
窮
達
を
智

力
に
係
る
の
若
き
は
、
此
れ
天
理
に
惑
ふ
な
り
。 

 

張
湛
は
、
存
在
の
必
然
的
な
原
理
で
あ
る
「
理
」
を
用
い
て
「
命
」
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
な
ぜ
「
道
」
で
な
く
「
理
」
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、「
命
」
も
「
理
」
も
、
張
湛
に
は
「
道
」
の
よ
う
に
萬
物
の
根
本
に
存
在
す
る
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
氣
の
生
成
に
よ
っ
て
自
ら
存
在
し
て
し

ま
っ
た
以
上
受
け
ざ
る
を
え
な
い
、
生
成
・
變
化
と
い
う
氣
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
る
自
然
法
則
や
原
理
と
い
う
意
味
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
、
張
湛
が
考
え
る
存
在
の
必
然
性
は
、
有
限
な
存
在
の
無
力
感
を
語
る
「
運
命
論
」
や
、
從
う
べ
き
對
象
を
示
す
「
道
德

論
」
の
方
で
な
く
、
萬
物
の
生
成
と
消
滅
の
變
化
を
氣
の
側
面
か
ら
み
た
「
生
成
論
」「
變
化
論
」
を
説
明
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
も
の
に
近
い
。
こ

の
よ
う
に
萬
物
の
構
成
原
理
や
そ
の
根
源
を
「
氣
と
か
か
わ
る
理
」
で
説
明
す
る
張
湛
の
見
解
は
、
そ
れ
ら
を
「
道
」
、
ま
た
は
「
無
」
で
説
明
し
て
い

た
以
前
の
思
想
と
異
な
る
流
れ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
張
湛
に
お
け
る
「
終
」
は
、「
理
」
や
「
命
」
と
い
っ
た
自
然
法
則
に
支
配
さ

れ
る
も
の
の
、
自
ら
生
成
す
る
存
在
の
變
化
の
始
末
と
し
て
の
あ
り
さ
ま
で
あ
る
た
め
、
氣
の
生
成
論
・
變
化
論
と
深
く
關
係
す
る
。 

さ
て
、
『
列
子
』
「
生
者
、
理
之
必
終
者
也
」
を
踏
ま
え
た
張
湛
の
「
生
者
必
終
」
は
、
以
下
に
み
え
る
「
生
者
反
終
」
の
よ
う
に
變
容
さ
れ
る
。 

 

道
終
乎
、
本
無
始
。
進
乎
、
本
不
久
（
張
注
、
「
久
」
當
爲
「
有
」
。
無
始
故
不
終
、
無
有
故
不
盡
。
）
。
有
生
則
復
於
不
生
、
有
形
則
復
於
無

形
（
張
注
、
生
者
反
終
、
形
者
反
虛
、
自
然
之
數
也
。
）
。
不
生
者
（
張
注
、
此
不
生
者
、
先
有
其
生
、
然
後
之
於
死
滅
。
）
。
非
本
不
生
者
也

（
張
注
、
本
不
生
者
、
初
自
無
生
無
滅
。
）
。
（
『
列
子
』
天
瑞
篇
） 
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道
終
わ
る
か
、
本
よ
り
始
め
無
し
。
進つ

き
ん
か
、
本
よ
り
久あ

ら

ざ
る
な
り
（
張
注
、
「
久
」
當
に
「
有
」
と
爲
す
べ
し
。
始
め
無
き
が
故
に
終
わ
ら

ず
、
有
る
無
き
が
故
に
盡
き
ず
。
）
。
生
有
る
も
の
は
則
ち
不
生
に
復か

え
り
、
形
有
る
も
の
は
則
ち
無
形
に
復
え
る
（
張
注
、
生
な
る
者
は
終
に

反か
え

り
、
形
あ
る
者
は
虛
に
反
る
は
自
然
の
數
な
り
。
）
。
不
生
な
る
者
は
（
張
注
、
此
れ
不
生
な
る
者
は
、
先
ず
其
の
生
有
り
て
、
然
る
後
に
死

滅
に
之
く
。
）
。
本
よ
り
生
ぜ
ざ
る
者
に
非
ざ
る
な
り
（
張
注
、
本
よ
り
生
ぜ
ざ
る
者
は
、
初
め
よ
り
自
ら
生
ず
る
無
く
滅
す
る
無
し
。
）
。 

 

「
生
者
反
終
、
形
者
反
虛
」
で
は
、
『
列
子
注
』
序
文
で
張
湛
が
竝
べ
て
強
調
し
た
「
虛
」
「
終
」
が
重
要
タ
ー
ム
と
し
て
繰
り
返
し
て
使
わ
れ
て

い
る
。
こ
れ
を
み
て
も
「
終
」
が
「
虛
」
の
よ
う
に
張
湛
に
は
重
要
で
あ
り
、
ま
た
張
湛
に
は
「
終
」
と
「
虛
」
が
竝
列
で
あ
り
な
が
ら
對
概
念
で
あ

る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
こ
の
張
湛
注
「
反
終
」
と
「
反
虛
」
は
、
『
列
子
』
の
「
復
於
不
生
」
「
復
於
無
形
」
の
言
い
換
え
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
張

湛
思
想
の
中
心
思
想
が
含
ま
れ
て
い
る
。 

と
く
に
張
注
に
み
え
る
「
反
終
」
と
い
う
表
現
は
、
そ
も
そ
も
『
周
易
』
繋
辭
上
傳
「
原
始
反
終
」
等
に
も
み
え
る
が
、
張
湛
の
「
反
終
」
は
、
實

は
王
弼
の
『
老
子
』
を
踏
ま
え
た
本
體
論
的
な
「
歸
終
」
「
反
終
」
１
９

と
い
う
表
現
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
「
王
弼
に
お
い
て
「
反
」
「
返
」
「
歸
」

の
語
の
「
か
え
る
」
と
い
う
は
た
ら
き
は
、
「
無
」
「
無
爲
」
「
眞
」
「
一
」
を
そ
の
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
目
的
地
は
「
本
」
す
な
わ
ち
本
質

的
な
も
の
で
あ
る
」
２
０

。
王
弼
に
お
け
る
「
反
終
」
「
歸
終
」
の
「
終
」
は
本
質
的
な
も
の
で
あ
っ
て
本
體
論
的
な
性
格
が
強
く
、
一
方
で
王
弼
の
「
終
」

を
萬
物
の
氣
的
側
面
か
ら
理
解
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
こ
れ
に
對
し
て
、
張
注
の
「
生
者
反
終
、
形
者
反
虛
、
自
然
之
數
也
」
に
は
、
王
弼
と
は
異
な

り
萬
物
の
生
成
變
化
消
滅
に
ま
で
も
觸
れ
て
い
て
興
味
深
い
。 

ま
ず
、
張
湛
の
「
反
」
の
用
法
は
、
王
弼
が
『
老
子
注
』
で
用
い
た
「
反
」
の
用
法
に
似
て
い
る
２
１

。
そ
し
て
『
老
子
』
の
「
復
」
用
法
を
踏
ま
え

た
『
列
子
』
本
文
の
「
復
於
不
生
」
「
復
於
無
形
」
２
２

に
お
い
て
、
「
か
え
る
」
對
象
と
す
る
「
不
生
」
「
無
形
」
は
、
根
源
的
な
も
の
で
あ
り
２
３

、

『
列
子
』
に
お
い
て
は
「
道
」
と
竝
ぶ
、
根
源
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
張
湛
は
「
終
」
「
虛
」
と
言
い
換
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
張
湛
が
「
か
え

る
」
目
的
地
と
し
て
「
終
」
「
虛
」
を
あ
げ
て
い
る
の
は
、
王
弼
の
本
體
論
的
な
「
歸
終
」
用
法
に
近
く
、
張
湛
の
「
終
」
概
念
に
王
弼
の
本
體
論
の

影
響
が
う
か
が
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 
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し
か
し
、
張
湛
の
「
終
」
概
念
は
ほ
か
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
も
帶
び
て
い
る
。
そ
れ
は
「
自
然
之
數
」
の
語
で
萬
物
の
生
成
變
化
の
は
た
ら
き
を
説
明
し

て
い
る
こ
と
か
ら
も
あ
ら
わ
れ
る
、
氣
論
の
觀
點
で
あ
る
。 

上
記
「
道
終
乎
～
非
本
不
生
者
也
」
の
段
落
の
直
前
に
、
『
列
子
』
は
「
形
、
必
終
者
也
。
天
地
終
乎
。
與
我
偕
終
。
終
進
乎
、
不
知
也
。
（
形
は
、

必
ず
終
わ
る
者
な
り
。
天
地
終
わ
る
か
。
我
と
偕
に
終
わ
る
。
終
わ
り
て
進つ

き
ん
か
。
知
ら
ざ
る
な
り
。
）
」
と
い
い
、
そ
も
そ
も
始
も
終
も
な
い
道
（
道

終
乎
、
本
無
始
）
と
形
・
天
地
・
我
を
區
別
し
て
い
る
。
天
地
も
我
も
、「
形
」
あ
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
必
ず
終
わ
る
と
い
う
『
列
子
』
本
文
に
張
湛

は
以
下
の
よ
う
に
注
す
る
。 

 

聚
則
成
形
、
散
則
爲
終
、
此
世
之
所
謂
終
始
也
。
然
則
聚
者
以
形
實
爲
始
、
以
離
散
爲
終
。
散
者
以
虛
漠
爲
始
、
以
形
實
爲
終
。
故
迭
相
與
爲
終

始
、
而
理
實
無
終
無
始
者
也
。
（
『
列
子
注
』
天
瑞
篇
） 

聚
れ
ば
則
ち
形
を
成
し
、
散
れ
ば
則
ち
終
り
を
爲
す
。
此
れ
世
の
謂
う
所
の
終
始
な
り
。
然
ら
ば
則
ち
聚
る
者
は
形
實
を
以
て
始
め
と
爲
し
、
離

散
を
以
て
終
わ
り
と
爲
す
。
散
る
者
は
虛
漠
を
以
て
始
め
と
爲
し
、
形
實
を
以
て
終
わ
り
と
爲
す
。
故
に
迭
い
に
相
い
與
に
終
始
と
爲
る
も
、
而

れ
ど
も
理
は
實
に
終
わ
り
無
く
始
め
無
き
者
な
り
。 

  

『
列
子
』
が
提
示
し
た
「
形
」「
天
地
」「
我
」
の
「
終
わ
り
」
の
問
題
に
つ
い
て
、
張
湛
は
氣
の
離
合
聚
散
に
よ
る
「
始
」「
終
」
を
説
明
し
て
い
る
。

こ
の
離
合
集
散
に
よ
る
生
成
變
化
論
は
、
福
永
光
司
氏
が
「
『
莊
子
』
の
な
が
で
人
閒
を
含
む
萬
物
の
生
滅
變
化
を
「
氣
」
の
集
散
離
合
で
原
理
的
に
説

明
し
て
い
る
文
章
と
し
て
は
、
知
北
遊
篇
の
「
生
や
死
の
徒
、
死
や
生
の
始
め
、
孰
か
其
の
紀
を
知
ら
ん
や
。
人
の
生
は
氣
の
聚
ま
り
な
り
。
聚
ま
れ

ば
則
ち
生
と
爲
り
、
散
ず
れ
ば
則
ち
死
と
爲
る
。
若
し
死
と
生
と
徒
た
ら
ば
、
吾
れ
又
た
何
を
か
患
え
ん
や
。
故
に
萬
物
は
一
な
り
」
が
擧
げ
ら
れ
る
」

２
４

と
い
う
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
は
『
莊
子
』
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
氣
の
變
化
と
關
連
し
て
、
張
湛
は
「
終
」「
始
」
を
あ
げ
て
自
分
の
見
解
を

示
す
。
張
湛
は
氣
の
離
合
聚
散
に
よ
る
變
化
す
る
萬
物
の
生
成
・
循
環
を
、
「
形
實
」
「
虛
漠
」
と
い
う
語
で
説
明
し
て
お
り
、
そ
の
「
形
實
」
に
な
っ

た
り
「
虛
漠
」
に
な
っ
た
り
す
る
氣
の
状
態
に
、
各
々
「
始
」「
終
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
氣
の
變
化
状
態
を
ど
こ
で
區
切
る
か
は
思
想
家
各
々

に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
張
湛
は
「
形
實
」
の
「
始
」「
終
」
、「
虛
漠
」
の
「
始
」「
終
」
と
し
て
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
張
湛
の
論
理
に
よ
る
と
、

「
形
實
」
の
「
終
」
は
「
虛
漠
」
の
「
始
」
へ
繋
が
り
、
「
虛
漠
」
の
「
終
」
は
「
形
實
」
の
「
始
」
へ
繋
が
る
。
こ
こ
で
「
始
」
と
「
終
」
は
、
氣
の
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聚
合
の
時
點
を
あ
ら
わ
し
な
が
ら
、
存
在
の
生
成
と
循
環
を
媒
介
す
る
時
點
に
な
る
の
で
あ
る
。 

そ
し
て
そ
の
状
態
は
「
迭
い
に
相
い
與
に
終
始
と
爲
り
」
て
變
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
前
節
に
既
出
し
た
「
太
易
」「
太
初
」「
太
始
」「
太
素
」
と
い

う
生
成
の
始
ま
り
が
互
い
に
「
相
い
因
り
て
」
變
化
す
る
と
い
う
氣
論
の
文
脈
と
通
じ
る
。
こ
の
よ
う
に
張
湛
は
氣
の
離
合
聚
散
の
状
態
に
よ
り
氣
を

「
形
實
」
「
虛
漠
」
の
よ
う
に
二
層
化
し
、
そ
の
始
終
を
明
確
に
區
切
る
こ
と
で
、
『
列
子
』
よ
り
氣
の
體
系
を
一
層
細
分
化
し
た
。
こ
こ
で
「
形
實
」

の
氣
の
「
終
」
は
、
虛
漠
の
氣
の
「
始
」
に
つ
な
が
る
循
環
の
場
面
と
な
り
、
氣
の
變
化
の
上
に
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
點
で
張
湛
の
「
始
」「
終
」

は
漢
代
と
も
『
莊
子
』
と
も
『
列
子
』
そ
の
も
の
と
も
異
な
る
氣
の
變
化
論
を
形
成
す
る
。 

と
こ
ろ
が
、
張
湛
は
こ
こ
で
「
而
る
に
理
は
實
に
終
わ
り
無
く
始
め
無
き
者
な
り
」
と
い
い
「
理
」
を
取
り
入
れ
て
お
り
、
氣
一
元
論
で
は
な
い
樣

子
を
み
せ
る
。
つ
ま
り
、
張
湛
に
お
い
て
「
終
」
と
「
始
」
は
氣
に
屬
し
萬
物
と
關
係
す
る
も
の
で
あ
る
が
、「
理
」
は
そ
の
よ
う
な
は
た
ら
き
と
は
關

係
な
く
、
「
始
終
」
に
限
定
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
「
氣
」
の
生
成
・
變
化
・
循
環
と
、
別
途
に
設
定
さ
れ
た
「
理
」

を
兩
立
さ
せ
る
張
湛
の
思
想
體
系
が
一
貫
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。 

張
湛
の
「
形
實
」
「
虛
漠
」
と
關
連
し
て
、
元
正
根
氏
は
「
張
湛
は
「
太
虛
」
が
「
氣
」
で
充
滿
な
状
態
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
」
「
張
湛
が
氣
を
有

形
の
「
形
氣
」
と
無
形
の
「
一
氣
」
と
に
分
け
て
い
る
」
と
い
い
、
形
氣
と
一
氣
（
ま
た
は
元
氣
）
は
氣
の
聚
散
に
よ
っ
て
分
け
ら
れ
る
と
す
る
２
５

。

元
氏
の
分
類
に
基
づ
い
て
、
以
上
を
反
映
し
て
簡
單
に
圖
式
化
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
表
現
で
き
る
。 

 

【
生
成
】
…
→
始
…
形
實
の
氣
（
形
氣
）
…
終
→
…
【
循
環
】
…
→
始
…
虛
漠
の
氣
（
一
氣
）
…
終
→
…
【
生
成
】
…
→
始
…
形
實
の
氣
（
形
氣
）
…

終
→
… 

 

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
張
湛
に
お
い
て
「
始
」「
終
」
は
、『
莊
子
』
か
ら
の
影
響
に
よ
り
、「
氣
」
の
離
合
聚
散
に
よ
っ
て
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、
氣

を
「
形
實
」
「
虛
漠
」
に
分
け
て
そ
の
「
始
」
「
終
」
を
設
定
す
る
こ
と
で
氣
の
變
化
に
基
づ
く
生
成
論
と
循
環
論
を
明
確
に
説
明
し
た
。
そ
こ
で
張
湛

の
い
う
「
反
終
」
と
は
王
弼
の
表
現
と
似
て
い
る
も
の
の
、
そ
こ
で
「
終
」
は
王
弼
の
よ
う
に
根
本
と
し
て
の
本
體
の
性
格
を
強
く
も
つ
と
い
う
よ
り

は
、
氣
の
状
態
を
示
す
表
示
と
し
て
、
そ
し
て
「
終
か
ら
始
へ
」
と
氣
の
循
環
を
繋
ぐ
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
、
氣
の
根
底
で

は
た
ら
く
自
然
法
則
と
し
て
の
「
理
」
は
「
無
終
無
始
」
な
も
の
で
あ
り
、
氣
と
は
嚴
密
に
明
ら
か
に
區
分
さ
れ
る
。
そ
れ
は
「
命
」
の
よ
う
に
自
然

原
理
の
必
然
性
を
示
す
も
の
で
あ
り
、「
道
」
の
よ
う
に
目
指
す
べ
き
當
爲
と
し
て
提
示
さ
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
不
變
な
も
の
と
し
て
本
質
性
を
あ
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る
程
度
も
っ
て
い
る
も
の
の
よ
う
に
み
え
る
。
そ
の
點
で
、
張
湛
の
理
に
は
本
質
と
し
て
の
本
體
論
的
要
素
を
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。 

  

終
わ
り
に 

  

張
湛
の
思
想
に
は
漢
代
の
氣
の
生
成
論
の
影
響
が
大
き
く
、
ま
た
王
弼
や
郭
象
等
か
ら
も
影
響
を
受
け
た
。
た
だ
、
特
徴
的
な
の
は
、
語
を
借
り
て

自
分
の
體
系
に
あ
う
よ
う
に
意
味
を
變
容
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
萬
物
の
「
始
」
「
終
」
を
考
え
る
際
に
、
王
弼
の
「
始
」
「
終
」
は
氣
論
と
し
て
は
理

解
し
に
く
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
本
體
論
的
側
面
が
強
い
の
に
對
し
て
、
張
湛
の
「
始
」
「
終
」
は
、
「
形
實
」
と
「
虛
漠
」
と
い
う
異
な
る
氣
の
状
態

を
繋
ぐ
時
點
と
し
て
存
在
す
る
。
張
湛
の
「
始
」「
終
」
は
氣
の
變
化
に
よ
り
、
生
成
論
と
循
環
論
を
形
成
す
る
概
念
で
あ
る
。
そ
こ
で
萬
物
は
「
自
生
」

に
よ
り
生
成
し
存
在
し
て
お
り
、
存
在
の
連
續
性
は
「
終
始
の
相
い
因
る
」
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
整
合
性
を
保
つ
。
た
だ
、
張
湛
の
思
想
體
系
に
は
「
理
」

が
原
理
・
法
則
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
「
理
」
は
、
「
本
（
宗
）
」
と
し
て
代
表
さ
れ
る
王
弼
的
な
本
體
論
と
は
異
な
り
、
生
成
・
變
化
・
循

環
す
る
「
氣
」
と
兩
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
張
湛
の
理
は
始
ま
っ
て
終
わ
る
生
成
・
變
化
・
循
環
と
關
わ
っ
て
は
い
る
が
、「
理
」
自
體
は
、
生
成
・
變

化
・
循
環
の
は
た
ら
き
は
し
な
い
。
そ
し
て
根
本
と
し
て
の
「
理
」
を
通
し
て
張
湛
思
想
の
本
體
論
的
な
要
素
が
う
か
が
え
る
。 

 

「
始
」
「
終
」
と
通
し
て
考
察
し
た
張
湛
の
思
想
を
、
玄
學
思
想
史
の
な
か
で
説
明
す
る
と
次
の
よ
う
な
こ
と
が
い
え
る
。
一
、
「
始
」
を
分
析
す
る

こ
と
で
、
張
湛
が
漢
代
の
「
元
―
一
（
氣
）
」
の
始
元
性
（
本
體
論
）
と
生
成
論
を
受
け
繼
ぎ
な
が
ら
、
郭
象
の
「
自
生
」
、
王
弼
の
「
宗
本
」
等
の
玄

學
概
念
を
生
成
・
變
化
論
に
組
み
込
ん
だ
こ
と
が
明
確
に
な
っ
た
。
二
、「
反
終
」
と
い
う
表
現
は
王
弼
と
も
共
有
す
る
も
の
の
、
張
湛
の
「
終
」
は
氣

の
文
脈
で
説
明
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、「
無
」
と
關
連
す
る
王
弼
の
「
終
」
と
は
大
い
に
異
な
る
。
三
、
漢
代
の
氣
の
生
成
論
や
『
莊
子
』
の
氣
の
離
合

聚
散
説
を
受
け
入
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
氣
は
「
形
實
」
と
「
虛
漠
」
と
い
う
異
な
る
状
態
に
區
別
さ
れ
、
そ
の
状
態
各
々
の
「
始
」「
終
」
が
、
氣
の
連

續
性
を
た
も
つ
と
い
う
氣
の
循
環
論
を
構
成
す
る
。
四
、「
始
」「
終
」
で
反
復
す
る
氣
の
生
成
・
變
化
・
循
環
と
は
別
格
に
、「
無
終
無
始
」
の
理
を
お

き
、
張
湛
の
思
想
體
系
は
「
理
」
「
氣
」
の
二
重
構
造
を
も
つ
。 

 
 

蜂
屋
邦
夫
氏
は
、「
魏
晉
南
北
朝
に
お
け
る
氣
概
念
の
變
遷
を
考
察
す
る
場
合
、
ま
ず
明
瞭
に
豫
見
し
う
る
こ
と
は
、
こ
の
時
代
が
、
隋
唐
時
代
を
含

め
て
、
こ
れ
ま
で
に
檢
討
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
先
秦
か
ら
漢
代
に
か
け
て
一
應
の
完
成
を
み
た
氣
概
念
の
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
（
こ
れ
を
傳
統
的
な
意
味
と

し
て
お
く
）
を
繼
承
し
つ
つ
、
や
が
て
宋
代
の
理
氣
哲
學
と
し
て
體
系
化
さ
れ
る
概
念
へ
の
深
化
を
徐
々
に
準
備
し
て
い
た
時
代
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
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こ
と
で
あ
る
」
２
６

と
い
う
が
、
張
湛
の
氣
に
基
づ
く
生
成
・
變
化
・
循
環
論
と
、
そ
れ
を
理
と
兩
立
さ
せ
た
思
想
體
系
は
、
ま
さ
に
蜂
屋
氏
の
指
摘
通

り
、
後
の
思
想
史
に
繋
が
る
兆
し
と
し
て
重
要
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。 

 
 

  

１ 

中
野
達
「
張
湛
「
列
子
注
」
に
お
け
る
玄
學
諸
説
」『
日
本
中
國
學
會
報
』
四
六
、
一
九
九
四
。
し
か
し
、
玄
學
思
想
史
の
な
か
で
、
該
當
思
想
の
本

體
論
と
生
成
論
的
な
側
面
に
つ
い
て
、
部
分
的
な
指
摘
は
し
ば
し
ば
あ
っ
た
も
の
の
、
本
體
論
と
生
成
循
環
論
を
主
な
ツ
ー
ル
と
し
て
檢
討
し
た
先

行
研
究
は
少
な
い
。 

２ 

本
論
文
第
一
章
「
王
弼
の
始
終
論
」
を
參
照
。
こ
の
章
で
は
、
王
弼
思
想
は
と
く
に
本
體
論
的
な
側
面
が
強
い
が
、
生
成
・
循
環
論
的
な
側
面
を
も

っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
考
察
し
た
。 

３ 

こ
の
よ
う
な
テ
ー
マ
に
つ
い
て
議
論
す
る
研
究
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
内
山
俊
彦
「
『
列
子
注
』
に
あ
ら
わ
れ
た
張
湛
の
思
想
―
東
晉
玄
學
の
一
考

察
―
」
『
山
口
大
學
文
學
會
誌
』
第
一
九
卷
一
號
、
一
九
六
八
。
中
島
隆
藏
「
張
湛
の
思
想
に
つ
い
て
」
『
日
本
中
國
學
會
報
』
二
四
、
一
九
七
二
。

中
野
達
「
張
湛
に
お
け
る
有
無
と
氣
」
『
加
賀
博
士
退
官
記
念
中
國
文
史
哲
學
論
集
』
講
談
社
、
一
九
七
九
。
松
村
巧
「
張
湛
の
『
列
子
注
』
の
思

想
（
そ
の
一 

思
想
の
構
造
と
特
質
）
」『
和
歌
山
大
學
敎
育
學
部
紀
要
』
人
文
科
學
、
第
四
一
集
、
一
九
八
二
。
中
野
達
「
張
湛
「
列
子
注
」
に
お

け
る
玄
學
諸
説
」
『
日
本
中
國
學
會
報
』
第
四
六
集
、
一
九
九
四
。
田
永
勝
「
論
《
列
子
注
》
與
張
湛
思
想
」
『
哲
學
研
究
』
、
一
九
九
九
、
一
期
。

元
正
根
「
張
湛
の
宇
宙
論
」『
魏
晉
玄
學
』（
鄭
世
根
編
）
、
藝
文
書
院
（
ソ
ウ
ル
）
、
二
〇
〇
一
。
坂
下
由
香
里
「
『
列
子
』
張
湛
注
に
お
け
る
「
理
」

に
つ
い
て
」
『
中
國
思
想
に
お
け
る
身
體
・
自
然
・
信
仰
－
坂
出
祥
伸
先
生
退
休
記
念
論
集
』
東
方
書
店
、
二
〇
〇
四
。
王
光
照
・
卞
鲁
鲁
「2

0

世

紀
《
列
子
》
及
張
湛
注
研
究
述
略
」
『
安
徽
大
學
學
報
』(

哲
學
社
會
科
學
版)

、
二
〇
〇
八
、
二
期
、
等
。 

４ 

田
永
勝
氏
、
前
掲
論
文
、
三
二
頁
を
參
照
。 

５ 

坂
下
由
香
里
氏
、
前
掲
論
文
、
一
九
四
頁
を
參
照
。 
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６ 
戸
川
芳
郞
「
生
成
論
と
“
無
”
」『
漢
代
の
學
術
と
文
化
』
研
文
出
版
、
二
〇
〇
二
、
二
一
九
頁
。（
初
出
『
古
代
中
國
の
思
想
』
放
送
大
學
敎
育
振
興

會
、
一
九
八
五
・
三
、
第
十
四
章
。
） 

７ 

戸
川
氏
は
、
現
行
本
『
易
緯
乾
鑿
度
』
と
區
別
さ
れ
る
當
時
の
『
易
緯
乾
鑿
度
』
は
「
太
初
・
太
始
・
太
素
の
三
氣
で
一
ま
と
ま
り
の
概
念
を
表
し

て
い
た
」
と
す
る
。
前
掲
書
、
二
一
九
～
二
二
〇
頁
、
二
二
七
頁
。 

８ 

こ
の
『
列
子
』
天
瑞
篇
と
『
易
緯
乾
鑿
度
』
の
前
後
關
係
及
び
影
響
關
係
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
由
次
郞
氏
の
「
前
期
の
乾
鑿
度
の
文
と
ほ
ぼ
同
文
の

も
の
が
列
子
の
天
瑞
篇
に
も
見
え
る
。
こ
れ
は
乾
鑿
度
が
列
子
の
文
を
取
っ
て
多
少
改
作
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
」
が
參
考
に
な
る
。（
鈴
木
由
次

郞
『
漢
易
研
究
』
（
增
補
改
訂
版
）
、
明
德
出
版
社
、
一
九
六
四
、
三
五
二
頁
。
） 

９ 

戸
川
氏
、
前
掲
書
、
二
二
六
～
二
二
七
頁
。 

１
０ 

中
野
氏
、
前
掲
論
文
、
四
四
頁
を
參
照
。 

１
１ 

『
老
子
』
第
十
四
章
「
視
之
不
見
名
曰
夷
。
聽
之
不
聞
名
曰
希
。
摶
之
不
得
名
曰
微
。
此
三
者
不
可
致
詰
、
故
混
而
爲
一
。
」
『
淮
南
子
』
源
道
訓

「
是
故
視
之
不
見
其
形
、
聽
之
不
聞
其
聲
、
循
之
不
得
其
身
。
」『
莊
子
』
知
北
遊
「
光
曜
問
乎
無
有
曰
、
夫
子
有
乎
。
其
無
有
乎
。
光
曜
不
得
問
、

而
孰
視
其
狀
貌
、
窅
然
空
然
、
終
日
視
之
而
不
見
、
聽
之
而
不
聞
、
搏
之
而
不
得
也
。
」
。
「
循
之
不
得
」
の
解
釋
に
つ
い
て
、
麥
谷
氏
は
『
老
子
』

に
從
い
、「
手
で
打
っ
て
み
て
手
應
え
が
な
い
」
と
譯
す
が
『
易
緯
乾
鑿
度
』
本
文
は
「
循
之
不
得
」
で
あ
り
、『
淮
南
子
』
源
道
訓
も
「
循
之
不
得
」

に
し
て
い
る
た
め
、
『
老
子
』
に
合
わ
せ
な
い
。
（
麥
谷
邦
夫
譯
『
老
子
・
列
子
』
學
習
研
究
社
、
一
九
八
三
。
） 

１
２ 

 

『
易
緯
乾
鑿
度
』
は
「
九
者
氣
變
之
究
也
」
と
す
る
。 

１
３ 

本
論
文
第
一
章
「
王
弼
の
始
終
論
」
（
一
六
～
一
七
頁
）
を
參
照
。 

１
４ 

富
田
繪
美
「
張
湛
『
列
子
注
』
に
お
け
る
神
仙
思
想
の
受
容
」
、『
東
洋
の
思
想
と
宗
敎
』3

3

、
早
稻
田
大
學
東
洋
哲
學
會
、
二
〇
一
六
、
注
（
２
）

を
參
照
。 

１
５ 

「
夫
死
生
之
變
、
猶
春
秋
冬
夏
四
時
行
耳
。
」
（
『
莊
子
』
内
篇
・
齊
物
論
）
、
「
人
雖
日
變
、
然
死
生
之
變
、
變
之
大
者
也
。
」
（
『
莊
子
』
内
篇
・
德

充
符
）
の
よ
う
に
、
郭
象
は
「
死
生
之
變
」
を
内
篇
だ
け
で
も
六
回
用
い
て
強
調
し
て
い
る
。 

１
６ 

「
與
變
化
爲
一
」
は
内
篇
・
齊
物
論
篇
や
大
宗
師
篇
に
み
え
る
。 
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１
７ 
楊
伯
峻
氏
は
、
「
藏
本
、
北
宋
本
、
盧
重
玄
本
作
「
盡
」
、
今
從
世
德
堂
本
正
」
と
い
い
、
「
畫
」
に
直
し
て
い
る
が
、
從
わ
な
い
。
（
『
列
子
集
釋
』

二
〇
を
參
照
。
）
。 

１
８ 

麥
谷
氏
は
「
こ
こ
で
説
か
れ
て
い
る
の
は
一
種
の
命
定
論
―
人
閒
の
主
體
的
努
力
を
一
切
否
定
す
る
運
命
至
上
主
義
の
論
で
あ
る
」
と
い
う
。
前

掲
書
、
三
四
七
頁
を
參
照
。 

１
９ 

王
弼
の
「
歸
終
」
「
反
終
」
に
つ
い
て
は
、
本
論
文
第
一
章
「
王
弼
の
始
終
論
」
第
三
節
「
王
弼
に
お
け
る
「
歸
終
」「
反
終
」
と
「
本
」「
母
」
の

關
係
」
（
一
七
～
二
〇
頁
）
を
參
照
。 

２
０ 

本
論
文
第
一
章
「
王
弼
の
始
終
論
」
第
二
節
「
循
環
に
お
け
る
終
わ
り
と
始
ま
り
」
（
一
七
頁
）
を
參
照
。 

２
１ 

本
論
文
第
一
章
「
王
弼
の
始
終
論
」
第
二
節
「
循
環
に
お
け
る
終
わ
り
と
始
ま
り
」
（
一
五
～
一
七
頁
）
を
參
照
。 

２
２ 

「
復
」
は
、
『
老
子
』
第
一
三
章
「
復
歸
於
無
物
」
第
一
六
章
「
各
復
歸
其
根
」
第
二
八
章
「
復
歸
於
嬰
兒
」
「
復
歸
於
無
極
」
「
復
歸
於
樸
」
に
お

け
る
「
復
歸
」
を
參
照
。 

２
３ 

麥
谷
氏
は
「
不
生
」
を
「
生
命
を
も
つ
以
前
の
根
源
」
と
い
う
。
前
掲
書
、
一
七
四
頁
。 

２
４ 

福
永
光
司
『
氣
の
思
想
―
中
國
に
お
け
る
自
然
觀
と
人
閒
觀
の
展
開
―
』
、
東
京
大
學
出
版
社
、
一
九
七
八
、
一
三
一
頁
を
參
照
。 

２
５ 

元
正
根
「
張
湛
の
宇
宙
論
」
、
鄭
世
根
編
『
魏
晉
玄
學
』
、
藝
文
書
院
、
ソ
ウ
ル
、
二
〇
〇
一
、
一
九
六
～
一
九
七
頁
を
參
照
。 

２
６ 

蜂
屋
邦
夫
『
氣
の
思
想
―
中
國
に
お
け
る
自
然
觀
と
人
閒
觀
の
展
開
―
』
、
東
京
大
學
出
版
會
、
一
九
七
八
、
二
四
四
頁
。 
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第
四
章 

王
弼
の
聖
人
論 

 

 

始
め
に 

 
 

王
弼
の
聖
人
に
關
す
る
議
論
は
、
先
行
研
究
に
お
い
て
、
「
情
」
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
行
わ
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
湯
用
彤
氏
は
、
「
王
弼

聖
人
有
情
義
釋
」
１

に
お
い
て
、
『
三
國
志
』
鍾
會
傳
裴
松
之
注
に
引
く
何
劭
「
王
弼
傳
」
を
あ
げ
、
そ
の
問
題
を
初
め
て
議
論
し
た
２

。 

 

何
晏
以
爲
聖
人
無
喜
怒
哀
樂
。
其
論
甚
精
、
鍾
會
等
述
之
。
弼
與
不
同
、
以
爲
聖
人
茂
於
人
者
神
明
也
、
同
於
人
者
五
情
也
、
神
明
茂
故
能

體
沖
和
以
通
無
、
五
情
同
故
不
能
無
哀
樂
以
應
物
。
然
則
聖
人
之
情
、
應
物
而
無
累
於
物
者
也
。
今
以
其
無
累
、
便
謂
不
復
應
物
、
失
之
多

矣
。
（
『
三
國
志
』
魏
書
卷
二
十
八
鍾
會
傳
裴
松
之
注
引
何
劭
「
王
弼
傳
」
） 

何
晏
以
爲
ら
く
、
聖
人
喜
怒
哀
樂
無
し
、
と
。
其
の
論
甚
だ
精
た
り
、
鍾
會
等
之
を
述
ぶ
。
弼
は
與
に
同
く
せ
ず
、
以
爲
ら
く
聖
人
人
に

茂ま
さ

る
者
は
神
明
な
り
、
人
に
同
じ
く
す
る
者
は
五
情
な
り
、
神
明
茂
る
が
故
に
能
く
沖
和
を
體
し
て
以
て
無
に
通
じ
、
五
情
同
じ
き
が
故
に
哀

樂
無
く
し
て
以
て
物
に
應
ず
る
こ
と
能
わ
ず
。
然
ら
ば
則
ち
聖
人
の
情
、
物
に
應
ず
れ
ど
も
物
に
累
せ
ら
る
る
無
き
者
な
り
。
今
其
の
累
せ

ら
る
る
無
き
を
以
て
、
便
ち
復
た
物
に
應
ぜ
ず
と
謂
う
は
、
之
を
失
す
る
こ
と
多
し
。 

 何
劭
「
王
弼
傳
」
を
み
る
と
、
何
晏
は
、
聖
人
は
喜
怒
哀
樂
な
ど
の
感
情
を
持
っ
て
い
な
い
と
い
う
「
聖
人
無
情
」
を
主
張
し
て
い
る
の
に

對
し
て
、
王
弼
は
、
聖
人
は
凡
人
と
同
じ
く
五
情
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
「
聖
人
有
情
」
を
主
張
し
た
と
い
う
。
ま
た
、
聖
人
の
「
情
」
は
、
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そ
れ
を
通
じ
て
「
物
に
應
ず
る
」
も
の
で
あ
り
、
凡
人
の
情
と
異
な
る
特
徴
は
「
物
に
累
せ
ら
る
る
無
き
」
も
の
で
あ
る
と
い
う
點
で
あ
る
と

い
う
。
王
弼
に
お
け
る
「
聖
人
」
と
「
情
」
の
關
係
は
、
湯
氏
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
王
弼
の
聖
人
論
を
議
論
す
る
上
で
重
要
な
點
で
あ
る
３

。

ま
た
本
田
濟
氏
は
、
何
晏
と
王
弼
の
情
に
對
す
る
見
解
の
違
い
を
述
べ
つ
つ
、
「
中
世
に
於
て
、
聖
人
と
凡
人
を
分
か
つ
の
に
、
情
欲
を
絶
ち

切
り
、
或
い
は
自
ら
節
す
る
能
力
の
有
無
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
規
準
と
し
た
と
い
う
こ
と
自
體
が
重
要
」
で
あ
る
と
し
４

、
情
の
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
能
力
の
有
無
が
聖
人
と
凡
人
の
違
い
で
あ
る
と
し
た
５

。 

 

こ
こ
で
筆
者
が
考
え
て
み
た
い
の
は
、
何
晏
は
、
聖
人
に
は
「
情
」
が
無
く
、
凡
人
に
は
「
情
」
が
あ
り
、
そ
れ
故
に
兩
者
は
異
な
る
、
つ

ま
り
「
情
」
の
有
無
を
も
っ
て
聖
凡
の
區
別
と
し
た
一
方
で
、
王
弼
の
場
合
は
、
聖
人
に
も
「
情
」
が
有
る
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
で
は
一
體
、

同
じ
く
「
情
」
と
い
う
共
通
點
を
持
つ
聖
人
と
凡
人
の
區
別
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
い
う
點
で
あ
る
。 

本
章
で
は
、
王
弼
が
聖
人
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
の
か
を
檢
討
し
、
共
通
點
を
持
つ
存
在
で
あ
る
聖
人
と
凡
人
を
分
か
つ
點
に
つ
い

て
、
王
弼
が
ど
の
よ
う
に
考
え
た
か
を
考
察
し
て
み
た
い
。 

ま
た
、
先
行
研
究
で
は
、
王
弼
の
聖
人
觀
に
つ
い
て
主
に
「
情
」
を
用
い
て
説
明
し
て
い
る
が
、
本
章
は
、
「
情
」
の
他
に
、
聖
人
觀
を
知

る
上
で
重
要
な
概
念
で
あ
る
「
心
」
、
「
德
」
に
つ
い
て
王
弼
が
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
の
か
も
檢
討
し
、
王
弼
に
お
け
る
聖
人
に
お
い

て
、
よ
り
廣
く
議
論
し
て
み
た
い
。 

第
一
節
で
は
、
王
弼
が
聖
人
の
「
心
」
と
「
情
」
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
第
二
節
で
は
、
王
弼
思
想
に
お

け
る
「
天
地
の
心
」
を
考
察
し
、
聖
人
と
天
地
の
關
係
を
も
明
確
に
し
た
い
。
第
三
節
で
は
、
聖
人
の
「
德
」
を
天
地
の
「
德
」
と
と
も
に
考

察
し
、
さ
ら
に
王
弼
が
聖
人
と
凡
人
の
「
德
」
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
た
の
か
に
つ
い
て
も
考
え
る
。
こ
れ
ら
「
情
」
「
心
」
「
德
」
を

考
察
し
、
聖
人
と
天
地
の
關
係
、
お
よ
び
聖
人
と
凡
人
の
關
係
を
王
弼
が
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
を
把
握
し
、
王
弼
の
聖
人
觀
を
明
ら

か
に
し
て
み
た
い
。 

 

第
一
節 

聖
人
に
お
け
る
「
心
」
の
は
た
ら
き
と
「
情
」
の
不
可
視
性 
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ま
ず
、
王
弼
に
お
い
て
聖
人
の
「
情
」
と
「
心
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
を
檢
討
し
て
み
よ
う
。 

 
飂
飂
兮
若
無
所
歸
〔
王
注
、
若
無
所
宅
。
〕
。
…
…
我
愚
人
之
心
也
哉
〔
絶
愚
之
人
、
心
無
所
別
析
、
意
無
所
好
欲
、
猶
然
其
情
不
可
覩
、

我
頽
然
若
此
也
。
〕
。
…
…
俗
人
昭
昭
〔
耀
其
光
也
。
〕
、
我
獨
昏
昏
。
俗
人
察
察
〔
分
別
別
析
。
〕
、
我
獨
悶
悶
。
澹
兮
其
若
海
〔
情
不

可
覩
。
〕
、
飂
兮
若
無
止
〔
無
所
繋
縶
。
〕
。
衆
人
皆
有
以
〔
以
、
用
也
。
皆
欲
有
所
施
用
也
。
〕
、
而
我
獨
頑
似
鄙
〔
無
所
欲
爲
、
悶
悶

昏
昏
、
若
無
所
識
。
故
曰
頑
且
鄙
也
。
〕
。
（
『
老
子
』
第
二
十
章
） 

飂
飂
と
し
て
歸
す
る
所
無
き
が
若
き
な
り
〔
王
注
、
宅
す
る
所
無
き
が
若
し
。
〕
。
…
…
我
れ
愚
人
の
心
な
る
か
な
〔
絶
愚
の
人
、
心
は
別

析
す
る
所
無
く
、
意
は
好
欲
す
る
所
無
く
、
猶
お
然
り
て
其
の
情
は
覩
る
可
か
ら
ず
、
我
れ
頽
然
と
し
て
此
の
若
き
な
り
。
〕
。
…
…
俗
人

は
昭
昭
た
り
〔
其
の
光
を
耀
か
す
な
り
。
〕
、
我
れ
獨
り
昏
昏
た
り
。
俗
人
は
察
察
た
り
〔
分
別
別
析
な
り
。
〕
、
我
れ
獨
り
悶
悶
た
り
。

澹
と
し
て
其
れ
海
の
若
し
〔
情
は
覩
る
可
か
ら
ず
。
〕
、
飂
と
し
て
止
る
無
き
が
若
し
〔
繋
縶
す
る
所
無
し
。
〕
。
衆
人
皆

以も
ち

う
る
有
り

〔
以
は
、
用
な
り
。
皆
施
用
す
る
所
有
ら
ん
と
欲
す
る
な
り
。
〕
、
而
れ
ど
も
我
れ
獨
り
頑
な
に
し
て
鄙
に
似
た
り
〔
欲
爲
す
る
所
無
く
、

悶
悶
昏
昏
と
し
て
、
識
る
所
無
き
が
若
し
。
故
に
頑
な
に
し
て
且
つ
鄙
な
り
と
曰
う
な
り
。
〕
。 

 

 

『
老
子
』
本
文
の
こ
の
箇
所
は
、
聖
人
に
あ
た
る
「
我
愚
人
」
と
、
凡
人
に
あ
た
る
「
俗
人
」
「
衆
人
」
が
對
比
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
、

聖
人
は
「
昏
昏
」
「
悶
悶
」
と
い
う
暗
く
ぼ
ん
や
り
し
た
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
一
方
、
俗
人
は
「
昭
昭
」
「
察
察
」
と
い
う
明
る
く
明
白
な
も
の

と
さ
れ
、
『
老
子
』
特
有
の
思
想
が
表
れ
る
部
分
で
あ
る
。 

 

王
弼
に
お
い
て
、
聖
人
は
「
心
」
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
自
體
は
凡
人
と
の
共
通
點
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
王
弼
は
注
釋

に
お
い
て
、
聖
人
の
「
心
」
の
は
た
ら
き
を
表
す
た
め
に
、
『
老
子
』
本
文
の
「
歸
す
る
所
無
し
」
（
歸
る
所
が
な
い
）
と
い
う
「
無
所
…
」

の
表
現
を
用
い
て
、
「
心
無
所
別
析
」
「
意
無
所
好
欲
」
「
無
所
繋
縶
」
「
無
所
欲
爲
」
「
無
所
識
」
な
ど
と
い
い
、
聖
人
の
「
心
」
や
「
意
」
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は
「
何
も
…
し
な
い
」
（
無
所
…
）
と
い
う
は
た
ら
き
で
あ
る
と
強
調
し
て
い
る
。
ま
た
、
王
弼
は
、
「
何
も
…
し
な
い
」
（
無
所
…
）
聖
人

に
對
し
て
、
『
老
子
』
の
「
衆
人
皆
有
以
」
に
つ
い
て
は
、
「
以
は
、
用
な
り
。
皆
施
用
す
る
所
有
ら
ん
と
欲
す
る
な
り
」
と
注
し
、
「
衆
人
」

つ
ま
り
凡
人
は
、
何
か
人
爲
的
な
は
た
ら
き
を
「
…
す
る
」
（
有
所
…
）
存
在
で
あ
る
と
し
て
お
り
、
聖
人
と
衆
人
の
「
心
」
の
は
た
ら
き
を

明
確
に
區
別
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

王
弼
の
聖
人
の
「
心
」
の
理
解
を
知
る
た
め
に
は
、
『
老
子
』
第
四
十
九
章
の
注
釋
も
重
要
で
あ
る
。
『
老
子
』
第
四
十
九
章
は
、
「
聖
人

は
常
心
無
く
、
百
姓
の
心
を
以
て
心
と
爲
す
」
（
聖
人
無
常
心
、
以
百
姓
心
爲
心
）
で
始
ま
り
、
聖
人
の
「
心
」
に
つ
い
て
言
及
し
な
が
ら
、

聖
人
が
百
姓
に
對
し
て
ど
の
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
か
を
論
じ
て
い
る
。 

 

信
者
吾
信
之
、
不
信
者
吾
亦
信
之
。
德
信
。
聖
人
在
天
下
歙
歙
焉
、
爲
天
下
渾
其
心
、
百
姓
皆
注
其
耳
目
６

。
〔
王
注
、
各
用
聰
明
。
〕
聖

人
皆
孩
之
〔
皆
使
和
而
無
欲
如
嬰
兒
也
。
夫
天
地
設
位
、
聖
人
成
能
、
人
謀
鬼
謀
、
百
姓
與
能
７

者
、
能
者
與
之
、
資
者
取
之
。
能
大
則
大
、

資
貴
則
貴
８

。
物
有
其
宗
、
事
有
其
主
。
如
此
則
可
冕
旒
充
目
而
不
懼
於
欺
、
黈
纊
塞
耳
而
無
戚
於
慢
。
又
何
爲
勞
一
身
之
聰
明
、
以
察
百

姓
之
情
哉
。
夫
以
明
察
物
、
物
亦
競
以
其
明
避
之
、
以
不
信
求
物
９

、
物
亦
競
以
不
信
應
之
。
夫
天
下
之
心
不
必
同
、
其
所
應
不
敢
異
、
則

莫
肯
用
其
情
矣
。
…
…
是
以
聖
人
之
於
天
下
歙
歙
焉
、
心
無
所
主
也
。
爲
天
下
渾
心
焉
、
意
無
所
適
莫
１
０

也
。
無
所
察
焉
、
百
姓
何
避
。

無
所
求
焉
、
百
姓
何
應
。
無
避
無
應
、
則
莫
不
用
其
情
矣
。
〕
。
（
『
老
子
』
第
四
十
九
章
） 

信
な
る
者
は
吾
れ
之
を
信
と
し
、
不
信
な
る
者
も
吾
れ
亦
た
之
を
信
と
す
。
德
は
信
な
り
。
聖
人
の
天
下
に
在
る
や
歙
歙
焉
た
り
、
天
下
の

爲
に
其
の
心
を
渾
じ
、
百
姓
皆
其
の
耳
目
を
注
ぐ
〔
王
注
、
各
お
の
聰
明
を
用
う
。
〕
。
聖
人
皆
之
を
孩
に
す
。
〔
皆
和
し
て
欲
無
き
こ
と

嬰
兒
の
如
く
せ
し
む
る
な
り
。
夫
れ
天
地
は
位
を
設
け
、
聖
人
は
能
を
成
し
、
人
謀
り
鬼
謀
り
、
百
姓
は
能
に

與く
み

す
と
い
う
者
は
、
能
な

る
者
は
之
に
與
し
、
資
す
る
者
は
之
に
取
る
。
能
大
な
れ
ば
則
ち
大
な
り
と
し
、
資
貴
な
れ
ば
則
ち
貴
ぶ
。
物
に
は
其
の
宗
有
り
、
事
に
は

其
の
主
有
り
。
此
の
如
く
ん
ば
則
ち
冕
旒
目
を
充ふ

さ

ぐ
も
欺
を
懼お

そ

れ
ず
、
黈
纊
耳
を
塞
ぐ
も
慢
を

戚う
れ

う
る
こ
と
無
か
る
可
し
。
又
た
何
爲
ぞ

一
身
の
聰
明
を
勞
し
、
以
て
百
姓
の
情
を
察
せ
ん
や
。
夫
れ
明
を
以
て
物
を
察
す
れ
ば
、
物
も
亦
た
競
い
て
其
の
明
を
以
て
之
を
避
け
、
不
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信
を
以
て
物
を
求
む
れ
ば
、
物
も
亦
た
競
い
て
不
信
を
以
て
之
に
應
ず
。
夫
れ
天
下
の
心
必
ず
し
も
同
じ
か
ら
ず
、
其
の
應
ず
る
所
敢
え
て

異
に
せ
ざ
れ
ば
、
則
ち
肯
て
其
の
情
を
用
う
る
莫
し
。
…
…
是
を
以
て
聖
人
の
天
下
に
於
け
る
や
歙
歙
焉
た
り
、
心
に
主
と
す
る
所
無
き
な

り
。
天
下
の
爲
に
心
を
渾
じ
、
意
に
適
莫
す
る
所
無
き
な
り
。
察
す
る
所
無
け
れ
ば
、
百
姓
何
を
か
避
け
ん
や
。
求
む
る
所
無
け
れ
ば
、
百

姓
何
ぞ
應
ぜ
ん
や
。
避
け
る
無
く
應
ず
る
無
く
ん
ば
、
則
ち
其
の
情
を
用
い
ざ
る
莫
し
。
〕
。 

 

こ
の
章
に
お
い
て
、
『
老
子
』
の
「
聖
人
の
天
下
に
在
る
や
歙
歙
焉
た
り
」
１
１

と
「
天
下
の
爲
に
其
の
心
を
渾
ず
」
に
つ
い
て
、
王
注
は
各

々
「
心
に
主
と
す
る
所
無
き
な
り
」
「
意
に
適
莫
す
る
所
無
き
な
り
」
と
解
釋
し
、
聖
人
の
「
心
」
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
。
こ
こ
に
み
え

る
王
弼
の
「
心
」
と
「
意
」
の
セ
ッ
ト
は
、
先
に
引
用
し
た
『
老
子
注
』
第
二
十
章
「
絶
愚
の
人
、
心
は
別
析
す
る
所
無
く
、
意
は
好
欲
す
る

所
無
く
、
猶
お
然
り
て
其
の
情
は
覩
る
可
か
ら
ず
」
と
同
じ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
王
弼
に
お
い
て
、
聖
人
の
「
心
」
は
「
（
心
の
）
主
體
が
な

い
」
（
無
所
主
）
１
２

、
「
何
も
分
別
し
な
い
」
（
無
所
別
析
）
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
聖
人
は
、
百
姓
に
對
し
て
も
「
何
も
分
別
分
析
し
な
い
」

（
無
所
察
焉
）
１
３

、
「
何
も
求
め
な
い
」
（
無
所
求
焉
）
と
い
う
「
何
も
…
し
な
い
」
（
無
所
）
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
百
姓
と
接
す
る
の
で
あ

る
。 王

弼
は
、
「
天
下
の
心
は
必
ず
し
も
同
じ
で
は
な
い
の
で
、
聖
人
が
そ
の
心
に
合
わ
せ
て
應
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
一
律
な
基
準
を
強
要

す
る
）
と
、
天
下
の
人
び
と
が
自
分
の
眞
情
を
あ
ら
わ
そ
う
と
は
し
な
い
」
（
夫
天
下
之
心
不
必
同
、
其
所
應
不
敢
異
、
則
莫
肯
用
其
情
矣
）
１
４

と
い
う
。
そ
し
て
、
聖
人
が
そ
の
よ
う
な
多
樣
な
凡
人
の
心
に
應
ず
る
方
法
は
、
「
歙
歙
焉
」
で
あ
り
、
「
渾
心
」
で
あ
る
が
、
聖
人
の
心
の

あ
り
方
は
「
心
に
主
と
す
る
所
無
き
」
「
意
に
適
莫
す
る
所
無
き
」
も
の
、
つ
ま
り
、
心
に
主
體
が
な
く
、
意
に
肯
定
や
否
定
の
こ
だ
わ
り
が

な
い
と
す
る
。 

と
こ
ろ
で
、
『
老
子
』
本
文
は
「
（
聖
人
）
百
姓
の
心
を
以
て
心
と
爲
す
」
と
い
い
、
聖
人
の
「
心
」
に
つ
い
て
は
言
っ
て
い
る
が
「
情
」

に
つ
い
て
は
言
っ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
王
弼
は
、
「
（
聖
人
）
又
た
何
爲
ぞ
一
身
の
聰
明
を
勞
れ
し
め
、
以
て
百
姓
の
情
を
察
せ
ん
や
」

「
（
百
姓
）
肯
て
其
の
情
を
用
う
る
莫
し
」
と
い
い
、
百
姓
の
「
情
」
に
つ
い
て
言
っ
て
お
り
、
そ
の
百
姓
の
「
情
」
は
、
聖
人
の
「
心
」
の
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「
…
し
な
い
」
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
自
然
に
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
。 

そ
こ
で
、
第
二
十
章
の
王
注
に
戻
っ
て
、
聖
人
の
「
情
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
こ
こ
で
は
『
老
子
』
の
「
愚
人
」
の
「
心
」
を
説
明

す
る
た
め
に
、
王
弼
は
「
情
」
を
用
い
て
お
り
、
聖
人
の
「
情
」
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
『
老
子
』
第
二
十
章
「
我
れ
獨
り
悶
悶
た
り
。

澹
と
し
て
其
れ
海
の
若
し
」
（
我
獨
悶
悶
。
澹
兮
其
若
海
）
に
對
し
て
、
王
弼
は
「
情
は
覩
る
可
か
ら
ず
」
（
情
不
可
覩
）
と
い
い
、
そ
の
「
情
」

は
「
他
者
か
ら
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
不
可
視
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
明
る
く
明
白
な
俗
人
（
俗
人
昭
昭
、

…
…
俗
人
察
察
）
と
は
違
っ
て
、
聖
人
は
暗
く
て
ぼ
ん
や
り
と
し
て
お
り
（
我
獨
昏
昏
、
…
…
我
獨
悶
悶
）
、
海
の
よ
う
に
靜
か
で
あ
る
と
い

う
『
老
子
』
に
對
し
て
、
王
弼
は
、
そ
の
よ
う
な
聖
人
の
「
情
」
は
他
者
か
ら
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
「
情
は
覩
る
可
か
ら
ず
」
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
王
弼
が
、
既
に
觸
れ
た
何
晏
の
よ
う
に
聖
人
は
情
が
無
い
と
い
う
説
は

受
け
入
れ
て
い
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
王
弼
に
お
い
て
、
聖
人
の
情
は
凡
人
の
情
と
は
異
な
り
、
感
覺
・
認
識
で
は
捉
え
ら
れ
ず
、
他
者

か
ら
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
特
徴
を
も
つ
も
の
と
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
王
弼
は
聖
人
の
情
に
つ
い
て
、
こ
れ
以
上
の
こ
と
に
つ
い
て

は
言
っ
て
い
な
い
の
で
、
王
弼
注
に
お
け
る
聖
人
に
「
情
が
あ
る
」
と
は
斷
言
し
難
く
、
ま
し
て
そ
の
具
體
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
知
り
難
い
。

寧
ろ
、
王
弼
が
聖
人
に
お
い
て
比
較
的
明
確
に
言
っ
て
い
る
の
は
、
以
上
の
考
察
に
よ
る
と
、
「
情
」
よ
り
も
「
心
」
で
あ
る
、
と
筆
者
は
考

え
て
い
る
。
た
だ
し
、
王
弼
は
「
情
は
覩
る
可
か
ら
ず
」
と
言
っ
て
い
る
だ
け
な
の
で
、
聖
人
の
「
情
」
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
は
聖
人
の
「
情
」

と
聖
人
の
「
心
」
の
關
係
に
つ
い
て
は
、
王
弼
自
身
が
明
確
に
し
て
お
ら
ず
、
有
る
と
も
無
い
と
も
言
っ
て
い
な
い
と
い
う
點
を
指
摘
し
て
お

き
た
い
。 

 

加
え
て
、
王
弼
が
い
う
聖
人
の
「
心
」
と
「
情
」
の
特
徴
か
ら
、
百
姓
の
「
心
」
と
「
情
」
の
性
格
を
考
え
て
見
る
と
、
百
姓
の
「
心
」
は
、

「
別
析
」
「
繋
縶
」
「
欲
爲
」
「
識
」
「
察
」
「
求
」
な
ど
、
作
爲
の
は
た
ら
き
「
を
す
る
」
（
有
所
）
も
の
で
あ
り
、
ま
た
百
姓
の
「
情
」

は
他
者
か
ら
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。 

 

第
二
節 

「
天
地
の
心
」
の
は
た
ら
き 
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前
節
で
は
、
聖
人
の
「
心
」
の
「
何
も
…
し
な
い
」
（
無
所
…
）
は
た
ら
き
と
、
聖
人
の
「
情
」
の
不
可
視
性
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
本
節

で
は
、
王
弼
の
聖
人
の
「
心
」
を
考
え
る
際
に
重
要
な
概
念
と
な
る
「
天
地
の
心
」
１
５

を
考
察
し
て
み
よ
う
。 

そ
も
そ
も
「
天
地
の
心
」
は
、
『
周
易
』
復
卦
の
彖
傳
に
み
え
る
も
の
で
あ
る
。 

 

復
其
見
天
地
之
心
乎
。
（
『
周
易
』
復
卦
彖
傳
） 

復
其
れ
天
地
の
心
を
見
る
か
。 

 

こ
れ
に
對
し
て
、
王
弼
は
次
の
よ
う
に
い
う
。 

 

復
者
、
反
本
之
謂
也
。
天
地
以
本
爲
心
者
也
。
凡
動
息
則
靜
、
靜
非
對
動
者
也
。
語
息
則
默
、
默
非
對
語
者
也
。
然
則
天
地
雖
大
富
有
萬
物
、

雷
動
風
行
、
運
化
萬
變
、
寂
然
至
無
、
是
其
本
矣
。
故
動
息
地
中
、
乃
天
地
之
心
見
也
。
若
其
以
有
爲
心
、
則
異
類
未
獲
具
存
矣
。
（
『
周

易
』
復
卦
彖
傳
王
注
） 

復
な
る
者
は
、
本
に
反
る
の
謂
い
な
り
。
天
地
は
本
を
以
て
心
と
爲
す
者
な
り
。
凡
そ
動
息
め
ば
則
ち
靜
に
し
て
、
靜
は
動
に
對
す
る
者
に

非
ざ
る
な
り
。
語
息
め
ば
則
ち
默
た
り
、
默
は
語
に
對
す
る
者
に
非
ざ
る
な
り
。
然
ら
ば
則
ち
天
地
大
な
り
て
萬
物
を
富
有
し
、
雷
動
き
風

行
き
、
運
化
し
萬
變
す
と
雖
も
、
寂
然
至
無
は
、
是
れ
其
の
本
な
り
。
故
に
動
地
中
に
息
め
ば
、
乃
ち
天
地
の
心

見あ
ら

わ
る
る
な
り
。
若
し

其
れ
有
を
以
て
心
と
爲
せ
ば
、
則
ち
異
類
未
だ
具
に
存
す
る
こ
と
を
獲
ず
。 

  

こ
こ
で
「
至
無
」
「
靜
」
「
默
」
は
、
「
有
」
「
動
」
「
語
」
の
相
對
項
の
よ
う
に
一
見
み
え
る
が
、
王
弼
は
そ
の
よ
う
に
は
考
え
て
は
い

な
い
よ
う
で
あ
る
。
「
寂
然
至
無
、
是
れ
其
の
本
な
り
」
の
「
寂
然
至
無
」
は
、
有
の
相
對
項
で
な
く
、
有
の
は
た
ら
き
で
あ
る
「
動
」
や
「
語
」



- 71 - 

 

の
狀
態
が
終
わ
っ
た
と
き
に
到
達
す
る
根
本
的
な
狀
態
で
あ
る
。
そ
こ
で
王
弼
は
「
有
」
「
動
」
「
語
」
が
終
わ
っ
た
後
に
は
じ
め
て
「
天
地

の
心
が
見
わ
る
」
と
い
う
。
こ
こ
で
「
若
し
其
れ
有
を
以
て
心
と
爲
せ
ば
、
則
ち
異
類
未
だ
具
さ
に
存
す
る
こ
と
を
獲
ず
」
と
い
う
の
は
、
「
有
」

の
狀
態
に
止
ま
ら
な
い
、
「
有
」
が
終
わ
っ
た
後
の
「
寂
然
至
無
」
、
つ
ま
り
「
無
」
を
以
て
心
と
爲
す
こ
と
に
繋
が
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

の
と
き
の
「
無
」
は
、
「
有
」
よ
り
根
本
的
な
も
の
で
あ
り
、
相
對
的
な
も
の
で
は
な
い
。 

「
靜
」
「
默
」
の
は
た
ら
き
の
末
に
あ
ら
わ
れ
る
「
寂
然
至
無
」
、
つ
ま
り
「
動
」
「
語
」
の
は
た
ら
き
が
止
ま
っ
た
狀
態
に
な
っ
て
よ
う

や
く
天
地
の
心
が
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
獨
特
な
主
張
は
、
王
弼
に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
繰
り
返
し
見
ら
れ
る
。 

『
論
語
』
陽
貨
篇
「
子
曰
く
、
豫
れ
言
う
こ
と
無
か
ら
ん
と
欲
す
。
子
貢
曰
く
、
子
如
し
言
わ
ざ
れ
ば
、
則
ち
小
子
何
を
か
述
べ
ん
。
子
曰

く
、
天
何
を
か
言
わ
ん
や
。
四
時
行
わ
れ
、
百
物
生
ず
。
天
何
を
か
言
わ
ん
や
。
」
（
子
曰
、
豫
欲
無
言
。
子
貢
曰
、
子
如
不
言
、
則
小
子
何

述
焉
。
子
曰
、
天
何
言
哉
。
四
時
行
焉
、
百
物
生
焉
。
天
何
言
哉
。
）
に
對
し
て
、
王
弼
の
『
論
語
釋
疑
』
は
以
下
の
よ
う
に
い
う
。 

 

豫
欲
無
言
、
蓋
欲
明
本
。
擧
本
統
末
、
而
示
物
於
極
者
也
。
夫
立
言
垂
敎
、
將
以
通
性
而
弊
至
於
湮
。
寄
旨
傳
辭
、
將
以
正
邪
而
勢
至
於
繁
。

既
求
道
中
、
不
可
勝
御
。
是
以
修
本
廢
言
、
則
天
而
行
化
。
以
淳
而
觀
、
則
天
地
之
心
見
於
不
言
。
寒
暑
代
序
、
則
不
言
之
令
行
乎
四
時
。

天
豈
諄
諄
者
哉
。 

豫
れ
言
う
こ
と
無
か
ら
ん
と
欲
す
は
、
蓋
し
本
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
欲
す
。
本
を
擧
げ
末
を
統
べ
、
而
し
て
物
を
極
に
示
す
者
な
り
。
夫
れ

言
を
立
て
敎
を
垂
る
る
は
、
將
に
以
て
性
に
通
ぜ
ん
と
す
る
も
、
而
れ
ど
も
弊
湮
に
至
る
。
旨
に
寄
せ
辭
を
傳
う
る
は
、
將
に
以
て
邪
を
正

さ
ん
と
す
る
も
、
而
れ
ど
も
勢
繁
に
至
る
。
既
に
道
中
を
求
む
る
は
、
勝
げ
て
御
す
可
か
ら
ず
。
是
を
以
て
本
を
修
め
言
を
廢
し
、
天
に
則

り
て
化
を
行
う
。
淳
を
以
て
觀
れ
ば
、
則
ち
天
地
の
心
言
わ
ざ
る
に
見あ

ら

わ
る
。
寒
暑
代
わ
る
が
わ
る
序
す
れ
ば
、
則
ち
言
わ
ざ
る
の
令
四
時

に
行
わ
る
。
天
豈
に
諄
諄
な
る
者
な
ら
ん
や
。 

 

 

こ
こ
で
、
「
本
を
修
め
言
を
廢
す
」
「
天
地
の
心
言
わ
ざ
る
に
見
わ
る
」
「
言
わ
ざ
る
の
令
四
時
に
行
わ
れ
」
は
、
『
周
易
』
復
卦
彖
傳
の
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王
注
に
も
見
え
た
「
至
無
」
を
「
本
」
と
す
る
思
想
、
そ
し
て
「
靜
」
「
默
」
の
狀
態
に
「
天
地
の
心
」
が
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
王
弼
の
思
想

と
軌
を
一
に
す
る
。 

 

ま
た
、
『
老
子
注
』
を
み
て
み
る
と
、
『
老
子
』
第
三
十
八
章
は
、
「
上
德
」
「
下
德
」
「
上
仁
」
「
上
義
」
「
上
禮
」
を
分
け
て
、
「
仁
」

「
義
」
「
禮
」
よ
り
も
「
德
」
を
重
視
し
、
い
わ
ゆ
る
「
德
經
」
の
始
め
と
な
る
部
分
で
あ
る
が
、
王
弼
は
こ
の
章
に
長
文
の
注
釋
を
施
し
て

い
る
。
特
に
「
上
德
」
を
説
明
す
る
王
注
を
考
察
し
て
み
る
と
、
今
ま
で
檢
討
し
て
き
た
『
周
易
』
復
卦
注
や
『
論
語
釋
疑
』
の
議
論
が
繰
り

返
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。 

 

德
者
、
得
也
。
常
得
而
無
喪
、
利
而
無
害
、
故
以
德
爲
名
焉
。
何
以
得
德
。
由
乎
道
也
。
何
以
盡
德
。
以
無
爲
用
。
以
無
爲
用
、
則
莫
不
載

也
。
故
物
無
焉
則
無
物
不
經
、
有
焉
則
不
足
以
免
其
生
。
是
以
天
地
雖
廣
、
以
無
爲
心
、
聖
王
雖
大
、
以
虚
爲
主
。
故
曰
、
以
復
而
視
、
則

天
地
之
心
見
、
至
日
而
思
之
、
則
先
王
之
至
覩
也
。
故
滅
其
私
而
無
其
身
、
則
四
海
莫
不
瞻
、
遠
近
莫
不
至
。
（
『
老
子
注
』
第
三
十
八
章
） 

德
は
、
得
る
な
り
。
常
に
得
て
喪
う
無
く
、
利
し
て
害
う
無
し
、
故
に
德
を
以
て
名
と
爲
す
。
何
を
以
て
德
を
得
る
や
。
道
に
由
る
な
り
。

何
を
以
て
德
を
盡
く
す
や
。
無
を
以
て

用
は
た
ら
き

と
爲
す
。
無
を
以
て
用
と
爲
せ
ば
、
則
ち
載
せ
ざ
る
莫
き
な
り
。
故
に
物
無
な
れ
ば
則
ち
物

と
し
て

經お
さ

め
ざ
る
無
く
、
有
な
れ
ば
則
ち
以
て
其
の
生
を
免
る
る
に
足
ら
ず
。
是
を
以
て
天
地
廣
し
と
雖
も
、
無
を
以
て
心
と
爲
し
、
聖

王
大
い
な
り
と
雖
も
、
虛
を
以
て
主
と
爲
す
。
故
に
曰
く
、
復
を
以
て
視
れ
ば
、
則
ち
天
地
の
心
見あ

ら

わ
れ
、
至
日
に
し
て
之
を
思
え
ば
１
６

、

則
ち
先
王
の
至

覩
あ
ら
わ

る
る
な
り
。
故
に
其
の
私
を
滅
ぼ
し
て
其
の
身
を
無
く
せ
ば
、
則
ち
四
海 

瞻み

ざ
る
莫
く
、
遠
近 

至
ら
ざ
る
莫
し
。 

  

こ
こ
で
、
王
注
の
「
復
を
以
て
而
し
て
視
れ
ば
、
則
ち
天
地
の
心
見
わ
る
」
は
、
『
周
易
注
』
「
動
地
中
に
息
め
ば
、
乃
ち
天
地
の
心
見
わ

る
る
な
り
」
や
、
『
論
語
釋
疑
』
の
「
淳
を
以
て
觀
れ
ば
、
則
ち
天
地
の
心
言
わ
ざ
る
に
見
わ
る
」
に
も
見
え
た
も
の
で
あ
り
、
王
弼
が
『
老

子
』
『
周
易
』
『
論
語
』
に
お
い
て
自
己
の
思
想
を
構
築
す
る
上
で
、
「
天
地
の
心
」
を
重
視
し
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。 

 

ま
た
「
天
地
廣
し
と
雖
も
、
無
を
以
て
心
と
爲
し
、
聖
王
大
い
な
り
と
雖
も
、
虛
を
以
て
主
と
爲
す
」
を
み
る
と
、
聖
人
と
天
地
の
關
係
に
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つ
い
て
、
「
天
地
」
と
「
聖
王
」
（
す
な
ち
わ
聖
人
）
が
竝
列
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
聖
人
は
天
地
に
近
い
存
在
で
あ
る
。 

加
え
て
、
前
節
で
檢
討
し
た
よ
う
に
、
王
弼
に
お
い
て
、
聖
人
の
「
心
」
は
「
何
も
…
し
な
い
」
（
無
所
…
）
と
い
う
は
た
ら
き
を
す
る
も

の
で
あ
る
が
、
王
弼
に
よ
る
と
、
「
天
地
の
心
」
は
、
「
寂
然
至
無
」
「
不
言
」
の
狀
態
で
あ
ら
わ
れ
、
「
靜
」
「
默
」
の
は
た
ら
き
に
よ
る

も
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
は
「
無
を
以
て
心
と
爲
す
」
「
無
を
以
て
用
と
爲
す
」
と
い
う
大
原
則
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
無
」
と
は
、

論
理
矛
盾
に
み
え
る
が
、
「
は
た
ら
き
」
（
用
）
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
「
天
地
の
心
」
の
は
た
ら
き
で
あ
る
。
天
地
に
擬
え
る
聖
人
の
「
心
」

の
「
何
も
…
し
な
い
」
（
無
所
…
）
と
い
う
は
た
ら
き
も
、
「
無
」
に
本
づ
く
と
い
う
點
で
、
「
天
地
の
心
」
と
近
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。 

 

第
三
節 

聖
人
の
「
德
」 

  

聖
人
が
德
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
『
周
易
』
乾
卦
文
言
傳
に
は
、
聖
人
の
德
に
つ
い
て
、
「
大
人
な
る
者
は
、

天
地
と
其
の
德
を
合
す
」
（
大
人
者
、
與
天
地
合
其
德
）
と
い
う
。 

こ
れ
に
つ
い
て
、
既
に
堀
池
信
夫
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
何
晏
は
『
論
語
集
解
』
に
お
い
て
、
こ
の
文
言
傳
を
踏
ま
え
て
次
の
よ
う
に
注

し
て
い
る
１
７

。 

 

 

知
我
者
其
天
乎
〔
集
解
、
聖
人
與
天
地
合
其
德
、
故
曰
唯
天
知
已
〕
。
（
『
論
語
』
憲
問
） 

 

我
を
知
る
者
は
、
其
れ
天
な
る
か
〔
集
解
、
聖
人
天
地
と
其
の
德
を
合
す
、
故
に
唯
だ
天
知
る
を
曰
う
の
み
〕
。 

 

畏
大
人
〔
集
解
、
大
人
即
聖
人
、
與
天
地
合
其
德
。
〕
」
（
『
論
語
』
季
氏
） 

 

大
人
を
畏
る
〔
集
解
、
大
人
は
即
ち
聖
人
な
り
、
天
地
と
其
の
德
を
合
す
〕
。 
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こ
こ
で
何
晏
は
「
大
人
」
を
「
聖
人
」
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
天
地
と
聖
人
の
德
の
關
係
は
、
王
弼
『
論
語
釋
疑
』
泰
伯
篇

に
「
聖
人
天
に
則
る
の
德
有
り
」
（
聖
人
有
則
天
之
德
）
と
い
わ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
『
老
子
注
』
に
お
い
て
も
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。 

 
天
地
不
仁
、
以
萬
物
爲
芻
狗
〔
王
注
、
天
地
任
自
然
、
無
爲
無
造
、
萬
物
自
相
治
理
、
故
不
仁
也
。
仁
者
必
造
立
施
化
、
有
恩
有
爲
。
造
立

施
化
、
則
物
失
其
眞
。
…
…
〕
、
聖
人
不
仁
、
以
百
姓
爲
芻
狗
〔
聖
人
與
天
地
合
其
德
、
以
百
姓
比
芻
狗
也
。
〕
。
（
『
老
子
』
第
五
章
） 

天
地
は
仁
な
ら
ず
、
萬
物
を
以
て
芻
狗
と
爲
す
〔
王
注
、
天
地
は
自
然
に
任
せ
、
爲
す
無
く
造
る
無
く
、
萬
物
自
ら
相
い
治
理
す
、
故
に
仁

な
ら
ざ
る
な
り
。
仁
は
必
ず
造
立
施
化
し
、
恩
有
り
爲
す
有
り
。
造
立
施
化
す
れ
ば
、
則
ち
物 

其
の
眞
を
失
う
。
…
…
〕
、
聖
人
は
仁
な

ら
ず
、
百
姓
を
以
て
芻
狗
と
爲
す
〔
聖
人
は
天
地
と
其
の
德
を
合
し
、
百
姓
を
以
て
芻
狗
に
比
す
る
な
り
。
〕
。 

天
乃
道
〔
與
天
合
德
、
體
道
大
通
、
則
乃
至
於
窮
極
虛
無
也
。
〕
。
（
『
老
子
』
第
十
六
章
） 

天
乃
ち
道
な
り
〔
天
と
德
を
合
し
、
道
を
體
し
て
大
い
に
通
ず
れ
ば
、
則
ち
乃
ち
虛
無
を
窮
極
す
る
に
至
る
な
り
。
〕
。 

天
之
道
〔
與
天
地
合
德
、
乃
能
包
之
如
天
之
道
…
…
〕
（
『
老
子
』
第
七
十
七
章
） 

天
の
道
〔
天
地
と
德
を
合
す
れ
ば
、
乃
ち
能
く
之
を
包
む
こ
と
、
天
の
道
の
如
し
。
〕 

 こ
れ
に
つ
い
て
、
堀
池
氏
は
、
「
「
聖
人
」
と
「
天
」
と
の
「
德
」
の
合
致
は
、
何
晏
に
お
い
て
も
み
ら
れ
た
と
こ
ろ
だ
が
、
そ
こ
で
の
「
聖

人
」
「
天
」
の
關
係
は
論
理
的
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
の
に
對
し
、
王
弼
の
場
合
は
、
當
爲
と
し
て
の
方
向
が
い
っ
そ
う
強
く

な
っ
て
い
る
」
１
８

と
し
、
つ
ま
り
、
王
弼
に
お
い
て
「
天
地
」
と
合
致
す
る
「
聖
人
」
の
「
德
」
と
は
自
然
に
備
わ
っ
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、

そ
の
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
志
向
・
目
標
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
確
か
に
、
第
十
六
章
や
第
七
十

七
章
を
み
る
と
、
王
弼
は
「
窮
極
虛
無
」
や
「
天
の
道
」
の
よ
う
な
志
向
點
に
對
し
て
、
そ
の
前
提
と
し
て
「
天
地
と
合
す
」
る
こ
と
を
提
示

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
王
弼
の
態
度
は
、
『
周
易
』
の
文
言
傳
や
『
老
子
』
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
王
弼
に

お
い
て
、
聖
人
の
德
は
、
『
周
易
』
文
言
傳
や
『
老
子
』
が
述
べ
た
德
以
上
の
意
味
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
王
弼
は
文
言
傳
の
意
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味
に
、
『
老
子
』
第
五
、
第
十
六
、
第
七
十
七
章
の
文
脈
を
加
え
て
、
德
の
意
味
を
擴
充
さ
せ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

さ
て
、
こ
こ
で
興
味
深
い
點
は
、
『
老
子
』
が
「
聖
人
不
仁
」
と
い
い
、
「
仁
」
に
對
し
て
否
定
的
な
態
度
を
取
る
の
に
對
し
て
、
王
弼
は

「
聖
人
與
天
地
合
其
德
」
と
い
い
、
あ
え
て
「
不
仁
」
と
言
わ
な
い
で
「
德
」
を
用
い
て
「
不
仁
」
を
説
明
す
る
方
法
を
取
っ
た
こ
と
に
あ
る
。

そ
こ
で
、
德
を
め
ぐ
る
『
老
子
』
と
そ
の
王
注
に
つ
い
て
さ
ら
に
檢
討
し
て
み
よ
う
。 

 

す
で
に
前
節
で
も
觸
れ
た
通
り
、
『
老
子
』
第
三
十
八
章
は
「
上
德
」
「
下
德
」
「
上
仁
」
「
上
義
」
「
上
禮
」
と
い
う
價
値
の
ヒ
エ
ラ
ル

キ
ー
を
設
け
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
王
弼
は
價
値
の
差
等
を
強
調
す
る
よ
り
も
、
そ
の
價
値
を
も
つ
「
人
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
ま
ず
「
上

德
」
に
つ
い
て
、
王
弼
は
次
の
よ
う
に
い
う
。 

 

上
德
之
人
、
唯
道
是
用
、
不
德
其
德
。
無
執
無
用
、
故
能
有
德
而
無
不
爲
。
不
求
而
得
、
不
爲
而
成
。
故
雖
有
德
而
無
德
名
也
。 

上
德
の
人
、
唯
だ
道
を
是
れ
用
と
し
、
其
の
德
を
德
と
せ
ず
。
執
る
無
く
用
う
る
無
し
、
故
に
能
く
德
有
る
も
爲
さ
ざ
る
無
し
。
求
め
ず
し

て
得
、
爲
さ
ず
し
て
成
す
。
故
に
德
有
り
と
雖
も
而
れ
ど
も
德
の
名
無
き
な
り
。 

  

そ
れ
に
對
し
て
、
「
下
德
」
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。 

 

下
德
求
而
得
之
、
爲
而
成
之
、
則
立
善
以
治
物
、
故
德
名
有
焉
。
求
而
得
之
、
必
有
失
焉
。
爲
而
成
之
、
必
有
敗
焉
。
善
名
生
、
則
有
不
善

應
焉
。
故
下
德
爲
之
而
有
以
爲
也
。 

下
德
は
求
め
て
之
を
得
、
爲
し
て
之
を
成
せ
ば
、
則
ち
善
を
立
て
て
以
て
物
を
治
む
、
故
に
德
の
名
有
り
。
求
め
て
之
を
得
る
は
、
必
ず
失

う
有
り
。
爲
し
て
之
を
成
す
は
、
必
ず
敗
る
る
有
り
。
善
の
名
生
ず
れ
ば
、
則
ち
不
善
の
應
ず
る
有
り
。
故
に
下
德
之
を
爲
し
て
以
て
爲
す

有
る
な
り
。 
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王
弼
は
、
『
老
子
』
の
「
上
德
」
と
「
下
德
」
の
差
異
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
い
う
。 

 
無
以
爲
者
、
無
所
偏
爲
也
。
凡
不
能
無
爲
而
爲
之
者
、
皆
下
德
也
。
仁
義
禮
節
、
是
也
。
將
明
德
之
上
下
、
輒
擧
下
德
以
對
上
德
。 

以
て
爲
す
無
き
者
は
、
偏
り
て
爲
す
所
無
き
な
り
。
凡
そ
爲
す
無
き
こ
と
能
わ
ず
し
て
之
を
爲
す
者
は
、
皆
下
德
な
り
。
仁
義
禮
節
、
是
れ

な
り
。
將
に
德
の
上
下
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
し
、
輒
ち
下
德
を
擧
げ
て
以
て
上
德
に
對
す
。 

 

こ
こ
で
、
興
味
深
い
點
は
、
『
老
子
』
に
お
い
て
は
、
上
德>

下
德>

上
仁>

上
義>

上
禮
と
い
う
圖
式
が
成
立
す
る
の
に
對
し
て
、
王
弼
は
、

大
き
く
「
上
德
」
「
下
德
」
を
分
け
、
「
下
德
」
に
「
仁
」
「
義
」
「
禮
」
「
節
」
が
含
ま
れ
て
い
る
と
し
、
『
老
子
』
の
設
定
と
は
異
な
っ

て
い
る
點
で
あ
る
１
９

。 

つ
ま
り
、
「
仁
」
「
義
」
「
禮
」
が
「
德
」
よ
り
貴
重
な
價
値
で
は
な
い
と
い
う
『
老
子
』
の
態
度
を
踏
ま
え
つ
つ
２
０

、
王
弼
の
「
德
」
は
、

『
老
子
』
の
よ
う
に
「
仁
」
「
義
」
「
禮
」
の
上
位
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
含
む
範
疇
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
２

１

。 

『
周
易
』
文
言
傳
や
『
老
子
』
の
文
脈
か
ら
み
る
と
、
聖
人
の
德
は
、
人
閒
ら
し
い
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
天
地
の
德
に
近
い
も
の
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
王
弼
は
、
そ
れ
ら
を
用
い
な
が
ら
も
、
德
に
、
人
閒
ら
し
い
内
實
を
與
え
た
。
そ
の
内
實
の
な
か
に
は
「
仁
」
「
義
」
「
禮
」

と
い
う
人
閒
が
行
う
も
の
が
「
下
德
」
と
い
う
範
疇
に
含
ま
れ
て
お
り
、
人
閒
の
行
爲
が
そ
こ
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

聖
人
が
行
う
「
上
德
」
、
凡
人
が
行
う
「
下
德
」
を
分
け
つ
つ
、
「
德
」
と
い
う
共
通
點
が
あ
る
と
設
定
す
る
こ
と
は
、
王
弼
が
凡
人
に
聖

人
と
の
接
點
を
與
え
た
方
法
で
あ
ろ
う
。 

 

ま
た
、
「
德
」
を
「
道
」
と
の
關
係
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
第
三
十
八
章
に
お
い
て
、
『
老
子
』
は
「
道
を
失
い
て
而
る
後
に
德
あ
り
、
德

を
失
い
て
而
る
後
に
仁
あ
り
、
仁
を
失
い
て
而
る
後
に
義
あ
り
、
義
を
失
い
て
而
る
後
に
禮
あ
り
」
（
失
道
而
後
德
、
失
德
而
後
仁
、
失
仁
而

後
義
、
失
義
而
後
禮
」
）
と
い
っ
て
お
り
、
『
老
子
』
に
お
い
て
「
德
」
の
狀
態
と
は
、
「
道
」
が
失
わ
れ
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
「
有
」

す
な
わ
ち
天
地
萬
物
が
生
じ
た
狀
態
と
は
、
す
で
に
「
道
」
そ
の
ま
ま
の
狀
態
で
は
な
い
。
德
は
道
に
よ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
德
を
行
う
の
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は
天
地
萬
物
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
王
弼
は
次
の
よ
う
に
い
う
。 

 
夫
大
之
極
也
、
其
唯
道
乎
。
自
此
已
往
、
豈
足
尊
哉
。
有
雖
德
２
２

盛
業
大
、
而
有
萬
物
、
猶
各
得
其
德
。
雖
貴
、
以
無
爲
用
、
不
能
捨
無

以
爲
體
也
。
捨
無
以
爲
體
、
則
失
其
爲
大
矣
、
所
謂
失
道
而
後
德
也
。 

夫
れ
大
の
極
な
る
や
、
其
れ
唯
だ
道
な
る
か
な
。
此
よ
り
已
往
、
豈
に
尊
す
る
に
足
ら
ん
や
。
有
に
德
の
盛
業
大
い
な
り
て
萬
物
有
り
と
雖

も
、
猶
お
各
お
の
其
の
德
を
得
る
の
み
。
貴
し
と
雖
も
、
無
を
以
て
用
と
爲
し
、
無
を
捨
て
て
以
て
體
と
爲
す
こ
と
能
わ
ざ
る
な
り
２

３

。

無
を
捨
て
て
以
て
體
と
爲
せ
ば
、
則
ち
其
の
大
爲
る
を
失
い
、
謂
う
所
の
道
を
失
い
て
而
る
後
に
德
あ
る
な
り
。 

  

王
弼
に
よ
る
と
、
德
を
行
う
天
地
萬
物
は
、
自
分
に
ふ
さ
わ
し
い
德
を
持
っ
て
は
い
る
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
「
無
を
以
て
用
と
爲
す
」
こ
と

が
大
原
則
と
し
て
示
さ
れ
る
が
、
無
の
は
た
ら
き
を
捨
て
た
ら
、
德
の
根
據
で
あ
る
道
を
失
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
續
い
て
王
弼

は
次
の
よ
う
に
い
う
。 

 

以
無
爲
用
、
則
２
４

德
其
母
。
故
能
己
不
勞
焉
、
而
物
無
不
理
。
下
此
已
往
、
則
失
用
之
母
。
不
能
無
爲
而
貴
博
施
、
不
能
博
施
而
貴
正
直
、

不
能
正
直
而
貴
飾
敬
。
所
謂
失
德
而
後
仁
、
失
仁
而
後
義
、
失
義
而
後
禮
也
。 

無
を
以
て
用
と
爲
す
は
、
則
ち
其
の
母
を
德う

る
な
り
。
故
に
能
く
己
勞
れ
ず
し
て
物
理
ま
ら
ざ
る
無
し
。
此
を
下
り
て
已
往
、
則
ち
用
の
母

を
失
う
。
爲
す
無
き
こ
と
能
わ
ず
し
て
博
く
施
す
こ
と
を
貴
び
、
博
く
施
す
こ
と
能
わ
ず
し
て
正
直
を
貴
び
、
正
直
た
る
こ
と
能
わ
ず
し
て

飾
敬
を
貴
ぶ
。
謂
う
所
の
德
を
失
い
て
而
る
後
に
仁
あ
り
、
仁
を
失
い
て
而
る
後
に
義
あ
り
、
義
を
失
い
て
而
る
後
に
禮
あ
る
な
り
。 

  

こ
の
よ
う
に
、
王
弼
に
お
い
て
は
、
「
無
を
以
て
用
と
爲
す
」
と
い
う
大
原
則
、
つ
ま
り
「
上
德
」
の
は
た
ら
き
だ
け
が
根
元
た
る
「
母
」

で
あ
り
、
「
下
德
」
と
そ
れ
に
屬
す
る
「
仁
」
「
義
」
「
禮
」
は
、
次
々
と
無
か
ら
離
れ
て
い
く
と
説
明
し
て
い
る
。 
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し
か
し
、
王
弼
に
お
い
て
「
仁
」
「
義
」
「
禮
」
は
、
聖
人
に
屬
す
る
德
行
で
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
「
下
德
」
で
あ
り
、
否
定
さ
れ
た
わ

け
で
は
な
い
。
王
弼
は
『
論
語
釋
疑
』
に
お
い
て
、
特
に
「
仁
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
。 

 

子
曰
、
君
子
而
不
仁
者
有
矣
。
夫
未
有
小
人
而
仁
者
也
〔
王
注
、
假
君
子
以
甚
小
人
之
辭
。
君
子
無
不
仁
也
。
〕
。
（
『
論
語
釋
疑
』
憲
問
） 

子
曰
く
、
君
子
に
し
て
不
仁
な
る
者
有
り
。
夫
れ
未
だ
小
人
に
し
て
仁
な
る
者
有
ざ
る
な
り
〔
王
注
、
君
子
を
假
り
て
以
て
小
人
を
甚
だ
し

く
す
る
の
辭
な
り
。
君
子
に
不
仁
な
る
も
の
無
き
な
り
。
〕
。 

 

こ
れ
に
對
し
て
、
大
形
徹
氏
は
、
「
『
論
語
』
の
本
文
は
、
「
君
子
で
あ
っ
て
も
、
仁
で
な
い
も
の
は
あ
る
だ
ろ
う
ね
。
」
と
い
う
意
味
で

あ
る
。
王
弼
は
、
こ
れ
に
對
し
て
異
議
を
唱
え
て
い
る
。
王
弼
は
、
「
君
子
を
例
え
に
だ
し
て
、
小
人
は
尚
更
だ
と
い
う
こ
と
を
い
お
う
と
し

た
言
葉
だ
。
君
子
は
仁
で
な
い
こ
と
は
な
い
。
」
と
、
君
子
は
必
ず
「
仁
」
で
あ
る
と
強
調
し
て
い
る
。
…
…
王
弼
は
、
老
子
流
の
「
大
道
廢す

た

れ

て
仁
義
有
り
。
」
（
『
老
子
』
第
一
八
章
）
と
い
っ
た
見
方
は
全
く
し
て
い
な
い
」
２
５

と
い
う
。
確
か
に
『
老
子
』
は
「
仁
」
を
否
定
す
る
傾

向
が
あ
る
。
し
か
し
『
論
語
』
に
お
い
て
は
、
「
仁
」
は
重
要
な
德
目
で
あ
る
。
「
仁
」
に
對
し
て
、
『
老
子
』
と
『
論
語
』
の
態
度
が
異
な

る
點
は
、
道
家
と
儒
家
と
の
決
定
的
な
違
い
と
い
え
る
が
、
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
ズ
レ
に
對
し
て
、
王
弼
は
ど
の
よ
う
に
考
え
た
の
だ
ろ

う
か
。 

 

『
論
語
釋
疑
』
に
お
い
て
、
王
弼
が
「
仁
」
を
持
っ
て
い
る
と
い
っ
た
の
は
、
「
君
子
」
で
あ
り
、
聖
人
で
は
な
い
。
ま
た
、
そ
こ
に
は
「
仁
」

を
認
め
た
王
弼
の
態
度
と
、
『
老
子
』
の
「
聖
人
不
仁
」
を
ど
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
か
と
い
う
問
題
が
殘
る
。
お
そ
ら
く
、
王
弼
の
次
の
注

を
み
る
と
、
王
弼
に
お
い
て
聖
人
と
君
子
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。 

 

子
曰
、
聖
人
吾
不
得
而
見
之
矣
。
得
見
君
子
者
斯
可
矣
。
〔
王
注
、
此
爲
聖
人
與
君
子
異
也
。
然
德
足
君
物
、
皆
稱
君
子
。
亦
有
德
者
之
通

稱
也
。
〕
（
『
論
語
釋
疑
』
述
而
） 
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子
曰
く
、
聖
人
は
吾
れ
得
て
之
を
見
ず
。
君
子
者
を
見
る
を
得
れ
ば
斯
れ
可
な
り
。
〔
王
注
、
此
れ
聖
人
と
君
子
の
異
爲
り
。
然
れ
ど
も
德

物
に
君
た
る
に
足
ら
ば
、
皆
君
子
と
稱
す
。
亦
た
德
有
る
者
の
通
稱
な
り
。
〕 

 

こ
れ
を
、
既
述
し
た
『
論
語
釋
疑
』
憲
問
篇
の
「
君
子
に
仁
で
な
い
人
は
い
な
い
」
と
合
わ
せ
て
考
え
て
み
る
と
、
王
弼
に
お
い
て
、
君
子

は
仁
者
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
『
老
子
注
』
式
に
い
う
と
、
君
子
が
持
っ
て
い
る
「
仁
」
は
「
下
德
」
で
あ
る
。
一
方
で
、
『
老
子
』

第
五
章
「
聖
人
不
仁
」
に
お
い
て
、
王
弼
は
、
聖
人
の
「
德
」
を
語
っ
た
が
、
聖
人
は
「
仁
」
を
持
っ
て
い
な
い
の
で
、
そ
の
「
德
」
は
「
下

德
」
で
な
く
、
「
上
德
」
に
相
當
す
る
は
ず
で
あ
る
。 

 

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
王
弼
は
、
聖
人
と
君
子
は
、
「
德
」
を
持
っ
て
い
る
點
で
は
同
じ
で
あ
る
が
、
嚴
密
に
い
う
と
、
聖
人
は
「
上
德
」

を
、
君
子
は
「
下
德
」
を
持
っ
て
お
り
、
君
子
の
持
っ
て
い
る
「
下
德
」
は
「
仁
」
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
論
理

に
よ
っ
て
、
「
聖
人
不
仁
」
と
い
う
『
老
子
』
の
「
仁
」
否
定
の
思
考
と
、
『
論
語
』
の
「
仁
」
重
視
の
思
想
が
、
王
弼
の
な
か
で
整
合
性
を

保
ち
な
が
ら
融
合
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
『
老
子
』
の
「
聖
人
不
仁
」
に
つ
い
て
の
王
注
「
聖
人
は
天
地
と

其
の
德
を
合
す
」
（
聖
人
與
天
地
合
其
德
）
の
「
德
」
と
は
「
上
德
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
理
解
で
き
る
。 

 

王
弼
は
、
聖
人
の
も
の
と
し
て
「
上
德
」
を
、
聖
人
に
は
及
ば
な
い
が
立
派
な
人
で
あ
る
君
子
の
も
の
と
し
て
「
下
德
」
、
す
な
わ
ち
「
仁
」

を
與
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
君
子
の
「
下
德
」
で
あ
る
「
仁
」
は
、
凡
人
が
目
標
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
意
圖
的
に
努
力
す
れ

ば
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。 

王
弼
は
、
聖
人
を
凡
人
の
至
る
對
象
と
し
て
考
え
て
い
な
い
が
、
聖
人
と
凡
人
の
閒
に
「
君
子
」
を
設
定
し
、
凡
人
が
君
子
に
な
る
た
め
に

は
、
「
下
德
」
の
德
目
で
あ
る
「
仁
」
「
義
」
「
禮
」
が
必
要
で
あ
る
と
し
た
。 

要
す
る
に
、
聖
人
の
「
上
德
」
は
、
天
地
の
德
と
は
合
致
す
る
も
の
で
あ
り
、
「
其
の
德
を
德
と
せ
ず
」
（
不
德
其
德
）
を
通
し
て
聖
人
の

姿
を
説
明
し
て
い
る
。
王
弼
に
よ
る
と
、
こ
の
よ
う
な
聖
人
の
德
は
凡
人
が
す
ぐ
實
現
で
き
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
聖

人
と
凡
人
と
に
共
通
し
て
存
在
す
る
「
德
」
に
お
い
て
、
「
君
子
」
の
「
下
德
」
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
凡
人
に
は
「
德
」
を
實
現
す
る
必
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要
が
あ
る
と
い
う
方
向
性
が
示
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。 

 

終
わ
り
に 

 

從
來
の
研
究
で
は
、
王
弼
の
聖
人
論
を
「
情
」
の
問
題
と
關
連
付
け
て
説
明
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
に
對
し
て
、
本
章
で
は
「
情
」
と
同

時
に
「
心
」
、
「
德
」
の
觀
點
か
ら
考
察
を
加
え
て
、
王
弼
の
聖
人
論
に
つ
い
て
新
た
な
面
を
見
出
し
得
た
と
考
え
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
節
で
考

察
さ
れ
た
こ
と
を
再
度
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。 

ま
ず
、
聖
人
の
「
情
」
に
つ
い
て
は
、
王
弼
が
聖
人
の
「
情
は
覩
る
可
か
ら
ず
」
（
情
不
可
覩
）
と
い
う
不
可
視
性
を
示
す
だ
け
で
あ
り
、

情
の
有
無
に
つ
い
て
明
確
に
し
な
い
特
徴
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
王
弼
は
、
た
だ
、
聖
人
の
情
は
他
者
に
は
見
え
な
い
も
の
で
あ
る
と
し
、

そ
の
點
で
凡
人
と
區
別
し
て
い
る
の
に
止
ま
る
。
從
っ
て
王
弼
の
聖
人
論
を
考
え
る
際
に
は
、
さ
ら
に
聖
人
の
「
心
」
と
「
德
」
を
考
察
す
る

必
要
が
あ
る
。
王
弼
が
考
え
る
聖
人
の
「
心
」
の
特
徴
は
、
「
何
も
…
し
な
い
」
（
無
所
…
）
と
い
う
は
た
ら
き
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。
王
弼

は
、
聖
人
の
「
心
」
を
凡
人
の
「
心
」
や
百
姓
の
「
情
」
と
は
離
れ
た
も
の
と
し
た
が
、
「
天
地
の
心
」
と
は
近
い
も
の
と
し
た
。 

 

次
に
、
「
天
地
の
心
」
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
王
弼
に
よ
れ
ば
、
「
天
地
の
心
」
は
「
寂
然
至
無
」
「
不
言
」
の
狀
態
で
あ
ら
わ
れ
、
そ
れ

は
「
靜
」
「
默
」
の
は
た
ら
き
に
よ
る
。
ま
た
そ
れ
は
「
無
を
以
て
心
と
爲
す
」
「
無
を
以
て
用
と
爲
す
」
と
い
う
大
原
則
に
よ
る
も
の
で
あ

る
。
こ
の
點
か
ら
、
聖
人
の
「
心
」
の
「
何
も
…
し
な
い
」
（
無
所
…
）
と
い
う
は
た
ら
き
は
、
「
無
」
の
は
た
ら
き
に
本
づ
く
と
い
う
點
で
、

「
天
地
の
心
」
と
同
じ
性
質
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
聖
人
と
天
地
は
、
「
心
」
に
お
い
て
重
要
な
關
連
を
持
つ
が
、
そ

れ
は
「
德
」
に
お
い
て
も
同
樣
で
あ
る
。 

そ
し
て
最
後
に
、
「
德
」
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
『
周
易
』
文
言
傳
や
『
老
子
』
に
お
い
て
、
聖
人
の
「
德
」
は
、
人
閒
よ
り
も
天
地
に
よ

り
近
い
も
の
で
あ
り
、
人
閒
的
な
性
格
は
持
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
王
弼
は
、
聖
人
と
凡
人
の
閒
に
「
君
子
」
を
設
定
し
、
そ
の
「
德
」
に

つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
仁
」
「
義
」
「
禮
」
と
い
う
、
凡
人
が
行
動
の
目
標
と
す
る
も
の
を
「
下
德
」
と
し
て
定
義
し
、
「
上
德
」
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に
對
置
さ
せ
て
い
る
。
特
に
、
聖
人
と
凡
人
の
閒
に
「
君
子
」
と
い
う
段
階
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
、
聖
人
と
凡
人
と
に
共
通
し
て
存
在
す
る

「
德
」
に
お
い
て
、
聖
・
凡
の
區
別
を
守
り
な
が
ら
も
、
君
子
へ
至
る
道
程
を
示
し
た
點
か
ら
、
王
弼
に
は
、
凡
人
が
君
子
に
至
る
可
能
性
が

内
包
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

以
上
の
よ
う
に
、
王
弼
の
聖
人
論
に
お
い
て
、
聖
人
の
「
情
」
に
つ
い
て
再
檢
討
し
、
聖
人
の
「
心
」
と
「
德
」
と
が
凡
人
よ
り
は
天
地
に

近
い
と
い
う
點
、
さ
ら
に
、
「
君
子
」
を
設
定
し
「
下
德
」
と
關
連
づ
け
る
こ
と
で
、
聖
人
の
「
上
德
」
と
、
凡
人
が
目
指
す
目
標
と
し
て
「
下

德
」
と
を
區
別
し
て
示
し
た
點
な
ど
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

                                          

                                        

                                        

                                        

 

１ 

湯
用
彤
『
魏
晉
玄
學
論
稿
』
、
生
活
・
讀
書
・
新
知
三
聯
書
店
、
二
〇
〇
九
年
。
初
出
は
『
魏
晉
玄
學
論
稿
』
、
人
民
出
版
社
、
一
九
五
七

年
。 

２ 

湯
用
彤
、
前
掲
書
、
七
九
頁
。
そ
の
他
、
本
田
濟
氏
は
、
聖
人
と
「
情
」
の
問
題
に
つ
い
て
述
べ
、
特
に
王
弼
に
つ
い
て
は
「
何
晏
は
聖
人

に
情
な
し
と
言
い
、
王
弼
は
情
は
あ
る
が
外
物
に
惹
か
れ
ぬ
だ
け
だ
と
言
う
」
と
い
う
。
『
東
洋
思
想
研
究
』
第
一
部
、
二
「
聖
人
」
、

創
文
社
、
一
九
八
七
年
一
月
、
八
〇
頁
。
初
出
は
「
聖
人
」
、
大
坂
市
立
大
學
文
學
部
紀
要
『
人
文
研
究
』
一
九
卷
一
〇
號
、
一
九
六
八

年
三
月
。 

さ
ら
に
、
王
葆
玹
氏
は
、
王
弼
の
成
人
論
に
お
け
る
「
情
」
の
問
題
を
、
老
學
と
易
學
の
兩
方
面
に
分
け
、
王
弼
の
老
學
は
「
聖
人
無
情
」
、

易
學
は
「
聖
人
有
情
」
と
す
る
が
（
王
葆
玹
『
正
始
玄
學
』
、
齊
魯
書
社
、
一
九
八
七
年
、
三
七
九
～
三
八
〇
頁
）
、
王
弼
の
聖
人
論
は
、

主
に
湯
氏
が
觸
發
さ
せ
た
「
聖
人
有
情
」
の
立
場
を
中
心
に
論
じ
ら
れ
た
。
王
光
松
・
呉
潤
儀
氏
は
、
聖
人
の
情
の
問
題
と
有
無
と
の
關
係

に
つ
い
て
有
意
義
な
議
論
を
し
て
お
り
（
王
光
松
・
呉
潤
儀
「
論
王
弼
的
聖
人
論
」
、
『
廣
東
敎
育
學
院
學
報
』
二
十
三
、
二
〇
〇
三
年
一

期
）
、
程
遼
氏
は
、
「
聖
人
有
情
」
の
政
治
思
想
的
な
側
面
に
注
目
す
る
（
程
遼
「
“
聖
人
有
情
”
―
論
王
弼
政
治
論
理
的
行
爲
主
體
」
、
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『
重
慶
師
範
大
學
學
報
』
、
二
〇
〇
六
年
二
期
）
。
餘
樹
苹
氏
の
研
究
（
餘
樹
苹
「
王
弼
的
聖
人
觀
」
、
『
求
索
』
、
湖
南
省
社
會
科
學
院
、

二
〇
一
〇
年
第
三
期
）
や
、
王
光
照
・
仲
曉
瑜
氏
の
研
究
（
王
光
照
・
仲
曉
瑜
「
性
・
情
及
聖
人
―
王
弼
性
情
理
論
探
析
」
、
『
南
昌
大
學

學
報
』
四
十
二
（
人
文
社
會
科
學
版
）
、
中
國
科
學
技
術
大
學
人
文
與
社
會
科
學
學
院
、
二
〇
一
一
年
五
期
）
も
、
湯
氏
の
研
究
を
ベ
ー
ス

に
し
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
、
王
光
照
・
仲
曉
瑜
氏
の
論
文
は
、
王
弼
の
「
性
其
情
」
に
觸
れ
、
聖
人
に
お
け
る
「
性
」
「
情
」
の
關
係
に

つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。 

３ 

王
弼
に
お
い
て
聖
人
は
、
「
無
」
を
體
得
し
た
存
在
で
あ
る
。
『
世
説
新
語
』
文
學
篇
に
は
、
「
王
輔
嗣
弱
冠
に
し
て
裴
徽
に
詣
る
。
徽
問

う
て
曰
く
、
夫
れ
無
は
、
誠
に
萬
物
の
資
る
所
、
聖
人
肯
て
言
を
致
す
こ
と
莫
し
。
而
る
に
老
子
之
を
申
べ
て
已
む
無
き
は
、
何
ぞ
や
、

と
。
弼
曰
く
、
聖
人
は
無
を
體
す
る
も
、
無
は
又
た
以
て
訓
ず
可
か
ら
ず
、
故
に
言
必
ず
有
に
及
ぶ
。
老
莊
未
だ
有
を
免
れ
ず
、
恆
に
其

の
足
ら
ざ
る
所
を
訓
ず
と
。
」
（
王
輔
嗣
弱
冠
詣
裴
徽
。
徽
問
曰
、
夫
無
者
、
誠
萬
物
之
所
資
、
聖
人
莫
肯
致
言
。
而
老
子
申
之
無
已
、

何
邪
。
弼
曰
、
聖
人
體
無
、
無
又
不
可
以
訓
、
故
言
必
及
有
。
老
莊
未
免
於
有
、
恆
訓
其
所
不
足
。
）
と
い
う
。
こ
こ
で
「
無
」
と
は
言

語
で
説
明
で
き
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
そ
れ
を
名
づ
け
て
し
ま
う
と
、
必
ず
「
有
」
に
な
っ
て
し
ま
う
。
老
子
や
莊
子
は
、
「
無
」
を

體
得
で
き
ず
、
ま
だ
「
有
」
か
ら
免
れ
て
い
な
い
た
め
、
い
つ
も
自
ら
の
足
り
な
い
部
分
、
す
な
わ
ち
「
無
」
を
語
る
も
の
の
、
結
局
「
有
」

に
留
ま
っ
て
し
ま
う
と
い
う
論
理
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
老
子
や
莊
子
は
ま
だ
聖
人
と
は
い
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

こ
れ
に
つ
い
て
、
吉
川
忠
夫
氏
は
、
「
何
晏
と
あ
い
な
ら
ぶ
玄
學
家
の
王
弼
が
、
い
み
じ
く
も
「
聖
人
は
無
を
體
す
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う

に
（
『
世
説
新
語
』
、
文
學
篇
）
、
儒
敎
の
聖
人
を
道
家
の
「
無
」
な
い
し
は
「
道
」
の
體
得
者
と
認
め
る
、
そ
れ
以
前
に
は
ま
っ
た
く
思

い
も
及
ば
な
か
っ
た
新
た
な
性
格
付
け
を
前
提
と
し
て
い
る
」
と
評
價
し
て
い
る
。
吉
川
忠
夫
「
本
と
末
」
、
『
中
國
宗
敎
思
想
』2

、
岩

波
書
店
、
一
九
九
〇
年
、
一
五
四
頁
。 

ま
た
大
形
徹
氏
は
、
「
孔
子
こ
そ
が
「
無
」
の
體
得
者
で
、
老
子
は
「
無
」
を
理
解
し
な
い
も
の
、
と
い
う
轉
倒
し
た
結
論
は
、
あ
き
ら

か
に
詭
辨
で
あ
る
が
『
論
語
』
や
『
老
子
』
に
そ
の
根
據
を
見
出
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
…
…
た
だ
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
老
子
の
思
想
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の
枠
組
み
の
中
で
孔
子
を
理
解
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
」
と
し
て
い
る
。
大
形
徹
「
儒
道
を
融
合
し
よ
う
と
し
た
思
想
家
―
王
弼
」
、

橋
本
高
勝
編
『
中
國
思
想
の
流
れ
（
上
）
』
、
晃
洋
書
房
、
一
九
九
六
年
、
一
三
九
頁
。 

４ 

本
田
氏
、
前
掲
書
、
八
〇
～
八
一
頁
を
參
照
。 

５ 

こ
れ
を
、
凡
人
が
聖
人
に
な
り
得
る
か
と
い
う
觀
點
か
ら
考
え
る
と
、
王
弼
は
ど
の
よ
う
な
答
え
を
出
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
田
永
勝
氏
は

「
王
弼
に
は
ど
う
や
っ
て
凡
人
か
ら
修
養
し
て
聖
人
に
な
る
か
と
い
う
提
示
が
な
い
。
彼
の
全
體
的
な
思
想
か
ら
み
る
と
、
彼
は
、
凡
人

は
聖
人
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
」
（
他
沒
有
提
到
如
何
由
凡
人
修
養
到
聖
人
。
從
他
整
個
思
想
看
、
他
似

乎
認
爲
凡
人
是
不
可
能
成
爲
聖
人
的
。
）
と
し
、
王
弼
に
お
い
て
、
聖
人
と
は
凡
人
が
至
る
こ
と
が
で
き
な
い
存
在
で
あ
る
と
指
摘
し
て

い
る
。
田
永
勝
『
王
弼
思
想
與
詮
釋
文
本
』
、
光
明
日
報
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
、
北
京
、
二
四
五
頁
。
筆
者
は
基
本
的
に
は
田
氏
の
意

見
に
同
意
す
る
。 

６ 

「
百
姓
皆
注
其
耳
目
」
の
句
は
、
現
行
本
王
弼
本
に
は
な
い
が
『
道
德
眞
經
註
』
道
藏
本
に
み
え
る
。
今
、
『
道
德
眞
經
註
』
に
從
っ
て
補

っ
た
。
樓
氏
『
校
釋
』
は
、
補
っ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
注
の
中
で
こ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
『
校
釋
』
、
一
三
〇
頁
、
注
二
を
參

照
。 

７ 

王
注
の
「
天
地
設
位
、
聖
人
成
能
、
人
謀
鬼
謀
、
百
姓
與
能
」
は
『
周
易
』
「
繫
辭
下
傳
」
の
引
用
で
あ
る
。 

８ 

「
成
能
」
の
解
釋
に
つ
い
て
、
王
弼
は
「
聖
人
が
能
力
を
發
揮
す
る
」
と
理
解
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
王
注
の
「
能
者
與
之
、
資
者
取
之
。

能
大
則
大
、
資
貴
則
貴
」
は
、
「
繫
辭
下
傳
」
に
對
す
る
王
弼
の
解
釋
と
言
え
る
が
、
「
聖
人
の
能
力
を
百
姓
が
自
分
の
も
の
に
し
、
聖

人
が
提
供
す
る
も
の
を
百
姓
が
取
っ
て
利
用
す
る
。
聖
人
の
能
力
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
と
認
め
、
持
っ
て
い
る
も
の
（
資
）
が
高
貴
で

あ
れ
ば
高
貴
で
あ
る
と
認
め
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
韓
康
伯
注
は
、
「
聖
人
乘
天
地
之
正
、
萬
物
各
成
其
能
」
（
聖
人
は
天
地
の
正

に
乘
り
、
萬
物
各
お
の
其
の
能
を
成
す
）
と
い
う
。 

９ 

現
行
本
は
「
物
亦
競
以
其
明
應
之
、
以
不
信
察
物
」
に
作
る
が
、
前
掲
樓
氏
『
校
釋
』
、
一
三
〇
頁
、
注
一
〇
、
一
一
の
校
訂
に
從
う
。 
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１
０ 
『
論
語
』
里
仁
「
君
子
之
於
天
下
也
、
無
適
也
、
無
莫
也
、
義
之
與
比
」
と
あ
る
。
『
釋
文
』
「
適
、
鄭
本
作
敵
。
…
…
鄭
音
慕
、
無
所

貪
慕
也
」
を
參
照
。 

１
１ 

「
歙
歙
」
の
意
味
に
つ
い
て
、
主
に
二
つ
の
解
釋
が
あ
る
。
河
上
公
本
は
、
テ
キ
ス
ト
を
「
聖
人
在
天
下
怵
怵
」
に
作
り
、
「
聖
人
在
天

下
怵
怵
常
恐
怖
、
富
貴
不
敢
驕
奢
」
と
注
釋
し
て
お
り
、
「
恐
れ
る
」
の
意
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
馬
敍
倫
が
「
歙
借
爲
合
」
（
『
老

子
校
詁
』
）
と
し
て
い
る
も
の
で
、
「
調
和
し
て
い
る
」
の
意
で
あ
る
。
樓
宇
烈
氏
は
、
馬
氏
の
解
釋
を
取
っ
て
い
る
が
、
筆
者
も
馬
氏

の
訓
詁
に
從
う
。
前
掲
樓
氏
『
校
釋
』
、
一
三
三
頁
、
注
二
十
を
參
照
。 

１
２ 

「
主
」
の
解
釋
は
、
同
じ
四
十
九
章
注
の
「
物
に
は
其
の
宗
有
り
、
事
に
は
其
の
主
有
り
」
（
物
有
其
宗
、
事
有
其
主
）
や
、
四
十
七
章

注
「
事
に
宗
有
り
て
物
に
主
有
り
」
（
事
有
宗
而
物
有
主
）
が
參
考
に
な
る
。 

１
３ 

『
老
子
』
第
二
十
章
「
俗
人
察
察
」
に
お
い
て
、
王
注
が
「
分
別
別
析
」
と
す
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
解
釋
し
た
。 

１
４ 

「
用
情
」
の
語
は
、
た
と
え
ば
、
『
史
記
』
卷
六
十
七
「
仲
尼
弟
子
列
傳
」
に
「
上
好
禮
、
則
民
莫
敢
不
敬
。
上
好
義
、
則
民
莫
敢
不
服
。

上
好
信
、
則
民
莫
敢
不
用
情
。
」
（
上
禮
を
好
め
ば
、
則
ち
民
敢
て
敬
ま
ざ
る
莫
し
。
上
義
を
好
め
ば
、
則
ち
民
敢
て
服
せ
ざ
る
莫
し
。

上
信
を
好
め
ば
、
則
ち
民
敢
て
情
を
用
い
ざ
る
莫
し
。
）
と
あ
り
、
そ
の
集
解
に
「
孔
安
國
曰
、
情
、
實
也
。
言
民
化
上
各
以
實
應
（
孔

安
國
曰
く
、
情
、
實
な
り
。
言
う
こ
こ
ろ
民
化
さ
れ
上
各
お
の
實
を
以
て
應
ず
）
。
」
と
い
う
。
こ
こ
で
は
「
眞
情
を
示
す
」
と
い
う
意

味
で
あ
る
。
王
弼
の
こ
の
場
所
で
も
ほ
ぼ
同
じ
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。R

.
J
.
L
y
n
n

氏
は
、
王
弼
『
老
子
注
』
の
英
譯
に
お
い
て
、
こ

の
「
情
」
を
「
傾
向
」
「
風
潮
」
を
意
味
す
る
「t

e
n
d
e
n
c
i
e
s

」
と
譯
し
て
い
る
が
（R

ichard
 John L

ynn., T
he classic of the w

ay an
d 

V
irtu

e : a n
ew

 tran
slation

 of the T
ao-te chin

g as in
terpreted by W

an
g B

i, C
olu

m
bia U

niversity P
ress, 1999, N

ew
 Y

ork., 

144p
p

）
、
筆
者
は
同
意
し
な
い
。 

１
５ 

「
天
地
の
心
」
は
、
後
に
、
程
伊
川
に
よ
っ
て
「
先
儒
皆
以
靜
爲
見
天
地
之
心
。
蓋
不
知
動
之
端
乃
天
地
之
心
也
（
先
儒
皆
靜
を
以
て
天

地
の
心
な
る
を
見
る
と
爲
す
。
蓋
し
動
の
端
乃
ち
天
地
の
心
を
知
ら
ざ
る
な
り
）
」
（
『
伊
川
易
傳
』
復
卦
）
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
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に
、
「
天
地
の
心
」
議
論
の
契
機
と
な
っ
た
點
か
ら
も
王
弼
の
「
天
地
の
心
」
を
考
察
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

１
６ 
「
至
日
」
は
、
樓
氏
に
よ
る
と
、
冬
至
あ
る
い
は
夏
至
の
こ
と
で
あ
る
。
『
周
易
』
復
卦
象
傳
「
方
、
事
也
。
冬
至
、
陰
之
復
也
。
夏
至
、

陽
之
復
也
。
故
爲
復
、
則
至
於
寂
然
大
靜
。 

先
王
則
天
地
而
行
者
也
、
動
復
則
靜
、
行
復
則
止
、
事
復
則
無
事
也
。
」
と
い
う
。
前
掲
樓

氏
『
校
釋
』
、
九
六
頁
、
注
六
。 

１
７ 

堀
池
信
夫
『
漢
魏
思
想
史
研
究
』
、
明
治
書
院
、
一
九
八
八
年
、
四
五
二
頁
。 

１
８ 

堀
池
氏
、
前
掲
書
、
四
九
一
頁
。 

１
９ 

「
下
德
」
に
對
し
て
、
堀
池
氏
は
、
「
三
十
八
章
（
お
よ
び
注
）
に
お
い
て
は
、
「
德
」
の
後
に
「
仁
・
義
・
禮
」
な
ど
が
論
じ
ら
れ
て

い
る
が
、
こ
れ
ら
は
「
下
德
」
の
意
圖
性
が
さ
ら
に
擴
大
し
た
も
の
と
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
と
い
い
、
「
意
圖
的
な
德
行
」 

で
あ

る
と
す
る
。
堀
池
氏
、
前
掲
書
、
四
九
〇
頁
。
お
そ
ら
く
、
堀
池
氏
は
『
老
子
』
と
王
弼
の
意
見
を
分
け
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
筆

者
は
、
下
德
に
對
し
て
『
老
子
』
と
王
弼
の
違
い
が
あ
る
た
め
、
分
け
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。 

２
０ 

大
形
徹
氏
は
、
王
弼
が
、
「
仁
」
を
完
全
に
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
觀
點
か
ら
「
王
弼
に
と
っ
て
、
「
仁
」
も
ま
た
容
認

さ
る
べ
き
道
德
で
あ
り
、
こ
と
さ
ら
に
否
定
す
る
必
要
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
」
と
い
う
。
大
形
徹
氏
「
王
弼
の
『
論
語
釋
疑
―
『
老
子
』

の
思
想
で
解
釋
し
た
『
論
語
』
―
」
、
『
人
文
學
論
集
』
四
、
一
九
八
六
年
三
月
、
六
－
七
頁
。 

２

１ 

こ
の
よ
う
な
獨
特
な
論
理
の
も
と
で
、
第
三
十
八
章
の
「
（
上
）
仁
」
を
説
明
す
る
際
に
、
王
弼
は
「
以
て
爲
す
無
き
に
至
る
は
、
下
德

の
量
を
極
む
、
上
仁
、
是
れ
な
り
」
（
至
於
無
以
爲
、
極
下
德
之
量
、
上
仁
、
是
也
）
い
っ
て
お
り
、
「
上
仁
」
が
「
下
德
」
に
屬
し
て

い
る
こ
と
が
さ
ら
に
は
っ
き
り
す
る
。 

２
２ 

「
德
」
字
は
、
前
掲
樓
氏
『
校
釋
』
、
一
〇
一
頁
、
注
三
三
の
校
訂
に
從
う
。 

２

３ 

こ
こ
で
「
體
」
は
「
本
來
あ
る
べ
き
あ
り
方
」
と
理
解
す
る
。
池
田
秀
三
氏
が
「
こ
の
文
章
の
意
味
は
、
萬
物
は
無
の
働
き
（
用
）
に
よ

っ
て
は
じ
め
て
お
の
お
の
の
あ
る
べ
き
あ
り
方
（
體
）
を
實
現
し
得
る
の
で
あ
り
、
無
の
働
き
が
な
け
れ
ば
萬
物
の
存
在
意
義
も
ま
た
な
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い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
無
は
や
は
り
用
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
體
は
依
然
と
し
て
形
體
あ
る
個
物
に
つ
い
て
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」

と
い
う
の
に
從
う
。
池
田
秀
三
「
體
と
用
」
、
『
中
國
宗
敎
思
想
』
二
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
、
二
二
－
二
三
頁
。 

２
４ 

「
則
」
字
は
、
前
掲
樓
氏
『
校
釋
』
、
一
〇
二
頁
、
注
三
九
の
校
訂
に
從
う
。 

２
５ 

大
形
徹
、
前
掲
論
文
、
五
頁
。 
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第
五
章 

『
莊
子
』
郭
象
注
に
お
け
る
「
心
」
に
つ
い
て 

 

 
 始

め
に 

 

本
章
で
は
、
郭
象
思
想
の
「
心
」
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
郭
象
に
お
け
る
理
想
的
な
人
間
の
要
素
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
理
想
的
な
人
間
と
関
連
し
て
、

本
論
文
の
第
四
章
「
王
弼
の
聖
人
論
」
で
筆
者
は
理
想
的
な
人
閒
像
で
あ
る
聖
人
を
理
解
す
る
概
念
と
し
て
「
心
」
「
情
」
「
德
」
の
問
題
を
考
察
し
た
。
そ
こ
で
王

弼
に
お
い
て
「
心
」
「
情
」「
德
」
は
各
々
理
想
的
な
人
閒
を
理
解
す
る
た
め
に
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
っ
た
。
そ
の
考
察
の
延
長
と
し
て
、
本
章
で
は
、
郭
象
思

想
に
お
け
る
「
心
」
に
し
ぼ
っ
て
、
理
想
的
な
人
閒
像
を
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。
ま
た
「
心
」
を
考
察
す
る
際
に
、
と
く
に
「
德
」
と
の
關
係
を
も
檢
討
し
、
郭

象
の
「
心
」
と
「
德
」
が
ど
の
よ
う
な
關
係
に
あ
る
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
王
弼
に
續
い
て
郭
象
の
心
を
理
想
的
な
人
閒
像
と
關
連
し
て
考
察
す
る
こ
と
で
、

玄
學
思
想
史
の
な
か
で
「
心
」
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
ち
、
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
た
の
か
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
そ
れ
が
理
想
的
な
人
閒
を
構
成
す

る
も
の
で
あ
る
と
い
う
點
で
郭
象
思
想
の
人
閒
觀
を
考
察
す
る
こ
と
に
繋
が
る
と
考
え
る
。 

考
察
對
象
は
主
に
『
莊
子
』
郭
象
注
で
あ
る
が
、
郭
象
以
前
の
王
弼
や
以
後
の
張
湛
と
の
比
較
を
通
し
て
玄
學
の
展
開
に
お
け
る
郭
象
の
「
心
」
の
位
置
づ
け
を

考
え
て
み
た
い
。 

 

第
一
節 

「
心
」
に
關
す
る
基
本
的
な
理
解
―
「
成
心
」
「
無
心
」 

  

そ
れ
で
は
、
ま
ず
郭
象
が
「
心
」
に
つ
い
て
基
本
的
に
ど
の
よ
う
に
考
え
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。『
莊
子
』
テ
キ
ス
ト
は
、
生
死
を
齊
同
な
も
の
と

し
て
お
り
、
生
や
死
を
超
え
て
生
き
る
態
度
を
基
本
的
に
提
示
し
て
い
る
。
し
か
し
『
莊
子
』
内
篇
・
齊
物
論
篇
に
は
、
話
者
が
死
を
人
生
の
具
體
的
な
問
題
と
し

て
意
識
し
、
惱
み
悲
し
む
姿
が
う
か
が
え
る
。 
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一
受
其
成
形
、
不
忘
以
待
盡
。
與
物
相
刃
相
靡
、
其
行
盡
如
馳
、
而
莫
之
能
止
、
不
亦
悲
乎
。
…
…
人
之
生
也
、
固
若
是
芒
乎
。
其
我
獨
芒
、
而
人
亦
有
不
芒

者
乎
。
（
『
莊
子
』
内
篇
・
齊
物
論
篇
） 

一
た
び
其
の
成
形
を
受
く
れ
ば
、
忘
ぼ
さ
ず
し
て
以
て
盡
く
る
を
待
つ
。
物
と
與
に
相
い
刃
ら
い
相
い
靡
き
、
其
の
行
き
盡
く
す
こ
と
馳
す
る
が
如
く
、
而
し

て
之
を
能
く
止
む
る
莫
く
、
亦
た
悲
し
か
ら
ず
や
。
…
…
人
の
生
く
る
や
、
固
よ
り
是
の
若
く
芒
た
る
か
。
其
れ
我
れ
獨
り
芒
に
し
て
、
而
る
に
人
亦
た
芒
な

ら
ざ
る
者
有
る
か
。 

 

續
い
て
、
生
じ
て
死
ぬ
と
い
う
人
閒
の
生
涯
の
現
實
に
つ
い
て
困
惑
す
る
『
莊
子
』
内
篇
の
話
者
の
態
度
は
次
の
よ
う
な
問
題
を
提
議
す
る
。 

 

夫
隨
其
成
心
而
師
之
、
誰
獨
且
无
師
乎
［
郭
注
、
夫
心
之
足
以
制
一
身
之
用
者
、
謂
之
成
心
。
人
自
師
其
成
心
、
則
人
各
自
有
師
矣
。
人
各
自
有
師
、
故
付
之

而
自
當
。
］。
奚
必
知
代
而
心
自
取
者
有
之
。
愚
者
與
有
焉
［
郭
注
、
夫
以
成
代
不
成
、
非
知
也
、
心
自
得
耳
。
故
愚
者
亦
師
其
成
心
、
未
肯
用
其
所
謂
短
而
舍

其
所
謂
長
者
也
。
］。
未
成
乎
心
而
有
是
非
、
是
今
日
適
越
而
昔
至
也
［
郭
注
、
今
日
適
越
、
昨
日
何
由
至
哉
。
未
成
乎
心
、
是
非
何
由
生
哉
。
明
夫
是
非
者
、

群
品
之
所
不
能
無
、
故
至
人
兩
順
之
。
］。
是
以
無
有
爲
有
。
無
有
爲
有
、
雖
有
神
禹
、
且
不
能
知
、
吾
獨
且
柰
何
哉
［
郭
注
、
理
無
是
非
、
而
惑
者
以
爲
有
、

此
以
無
有
爲
有
也
。
惑
心
已
成
、
雖
聖
人
不
能
解
、
故
付
之
自
若
而
不
強
知
也
。
］
。
（『
莊
子
』
郭
注
・
内
篇
・
齊
物
論
篇
） 

夫
れ
其
の
成
心
に
隨
い
て
之
を
師
と
す
れ
ば
、
誰
か
獨
り
且
た
師
无
か
ら
ん
や
［
郭
注
、
夫
れ
以
て
心
の
一
身
の
用
を
制
す
る
に
足
る
者
、
之
を
成
心
と
謂
う
。

人
自
ず
か
ら
其
の
成
心
を
師
と
す
れ
ば
、
則
ち
人
各
お
の
自
ず
か
ら
師
有
り
。
人
各
お
の
自
ず
か
ら
師
有
る
が
故
に
之
を
付
し
て
自
ず
か
ら
當
る
。
］
。
奚
ぞ
必

ず
代
わ
る
を
知
り
て
心
自
ず
か
ら
取
る
者
之
有
ら
ん
や
。
愚
者
と
與
に
焉
有
り
［
郭
注
、
夫
れ
成
す
こ
と
代
り
て
成
さ
ざ
る
を
以
て
、
知
る
に
非
ざ
る
や
、
心

自
ず
か
ら
得
る
の
み
。
故
に
愚
者
も
亦
た
其
の
成
心
を
師
と
し
、
未
だ
其
の
謂
う
所
の
短
を
用
い
て
而
し
て
其
の
謂
う
所
の
長
を
舍
つ
る
を
肯
ん
ぜ
ざ
る
者
な

り
。
］
。
未
だ
心
を
成
さ
ず
し
て
是
非
有
る
は
、
是
れ
今
日
越
に
適
き
て
昔
至
る
な
り
［
郭
注
、
今
日
に
越
に
適
き
て
、
昨
日
何
に
由
り
て
至
る
や
。
未
だ
心
を

成
さ
ず
し
て
、
是
非
何
に
由
り
て
生
ず
る
や
。
夫
れ
是
非
な
る
者
は
、
群
品
の
無
く
す
こ
と
能
わ
ざ
る
所
を
明
ら
か
に
す
る
、
故
に
至
人
は
兩
つ
な
が
ら
之
に

順
う
。
］
。
是
れ
有
る
無
き
を
以
て
有
を
爲
す
な
り
。
有
る
無
き
有
と
爲
す
は
、
神
禹
有
り
と
雖
も
、
且
つ
知
る
こ
と
能
わ
ず
、
吾
れ
獨
り
且
た
柰
何
せ
ん
や
［
郭

注
、
理
に
是
非
無
く
、
而
る
に
惑
ふ
者
は
有
る
爲
す
を
以
て
し
、
此
れ
有
る
無
き
を
以
て
有
る
を
爲
す
な
り
。
惑
い
は
心
は
已
に
成
し
、
聖
人
と
雖
も
よ
く
解
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す
る
こ
と
能
わ
ず
、
故
に
之
を
付
し
て
自
若
し
て
強
い
て
知
ら
ざ
る
な
り
。
］
。 

  

こ
こ
か
ら
『
莊
子
』
の
焦
點
は
「
成
形
」
よ
り
「
成
心
」
へ
と
移
る
。「
成
心
」
の
解
釋
に
つ
い
て
、
森
三
樹
三
郞
氏
は
「
天
成
の
心
。
自
然
に
そ
な
わ
る
心
の
は

た
ら
き
。『
莊
子
』
の
う
ち
で
、
成
心
と
い
う
こ
と
ば
は
、
二
つ
の
意
味
に
用
い
ら
れ
る
。
い
ま
一
つ
は
、
既
成
の
心
、
先
入
の
偏
見
の
意
で
あ
る
。
た
と
え
ば
人
閒

世
篇
の
「
師
心
」
す
な
わ
ち
、
「
心
」
を
師
と
す
る
と
い
う
の
は
、
後
者
の
用
法
で
あ
る
。
な
お
、
一
般
の
用
法
と
し
て
は
、
後
者
の
方
が
多
い
」
と
す
る
１

。
「
成

心
」
を
、
「
自
分
に
自
然
に
そ
な
わ
っ
て
い
る
心
」
２

と
し
た
森
氏
の
ほ
か
、
「
人
閒
が
本
來
自
己
の
内
に
持
っ
て
い
る
心
を
い
う
」
と
す
る
福
永
光
司
氏
３

、
「
あ
る

が
ま
ま
の
心
」
４

と
す
る
興
膳
宏
氏
、「the m

ind given

」
５

と
す
るBurton W

atson

氏
、「com

pleted heart

」
６

と
す
るA

ngus C
. G

raham

氏
の
解
釋
は
前

者
で
あ
り
、
人
閒
な
ら
誰
で
も
そ
の
天
成
の
心
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
。
し
か
し
、
池
田
知
久
氏
は
「
夫
れ
其
の
成
心
に
隨
い
て
之
を
師
と
す
れ
ば
、
誰
か
獨
り
且

た
師
无
か
ら
ん
や
」
に
つ
い
て
「
眞
宰
は
人
閒
の
精
神
の
中
に
求
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
一
體
、
身
體
の
誕
生
と
と
も
に
形
成
さ
れ
た
精
神
を
先
生
と
し
て
、

こ
れ
を
眞
宰
に
充
て
る
な
ら
ば
、
人
閒
は
誰
で
も
自
分
の
内
に
眞
宰
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
…
…
」
７

と
譯
し
、
ほ
か
の
譯
者
と
は
見
解
を
異
に

す
る
。
そ
し
てV

ictor H
. M

air

氏
は
「prejudices

」
８

と
し
て
解
釋
し
て
い
る
。
森
氏
の
分
類
の
う
ち
、
池
田
氏
とM

air

氏
は
、「
成
心
」
を
「
既
成
の
心
、
先

入
の
偏
見
」
と
み
い
て
る
立
場
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。 

 

そ
れ
で
は
、
郭
象
は
「
成
心
」
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
だ
ろ
う
か
。 

 

其
形
化
、
其
心
與
之
然
。
可
不
謂
大
哀
乎
［
郭
注
、
言
其
心
形
竝
馳
、
困
而
不
反
、
比
於
凡
人
所
哀
、
則
此
眞
哀
之
大
也
。
然
凡
人
未
嘗
以
此
爲
哀
、
則
凡
所

哀
者
、
不
足
哀
也
。
］
。
（『
莊
子
』
郭
注
・
内
篇
・
齊
物
論
篇
） 

其
の
形
化
し
、
其
の
心
と
與
に
之
れ
然
り
。
大
哀
と
謂
わ
ざ
る
可
け
ん
や
［
郭
注
、
其
の
心
と
形
と
竝
び
に
馳
し
、
困
る
も
而
れ
ど
も
反
ら
ず
、
凡
人
の
哀
れ

む
所
に
比
べ
て
、
則
ち
此
れ
眞
に
哀
の
大
な
る
を
言
う
。
然
ら
ば
凡
人
は
未
だ
嘗
て
此
を
以
て
哀
と
爲
さ
ず
、
則
ち
凡
の
哀
む
る
所
の
者
は
、
哀
れ
む
に
足
ら

ざ
る
な
り
。
］
。 

  

郭
注
「
夫
れ
心
の
一
身
の
用
を
制
す
る
を
以
て
足
る
者
、
之
を
成
心
と
い
う
」
を
み
る
と
森
氏
が
あ
げ
る
二
つ
の
「
成
心
」
理
解
の
う
ち
、
後
者
の
方
に
近
い
見
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解
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
身
體
が
驅
け
足
で
走
る
よ
う
に
、
心
も
か
け
走
る
こ
と
で
疲
れ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
體
も
心
も
死
ん
だ
ら
戻
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
郭
象

は
こ
れ
を
大
の
哀
れ
み
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
走
り
か
け
る
心
、
疲
れ
さ
せ
る
心
と
は
認
識
に
よ
っ
て
固
定
し
た
判
斷
を
起
こ
す
心
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
疲
れ
さ
せ
る
「
走
る
心
」
が
郭
象
の
「
心
」
に
對
す
る
一
つ
目
の
理
解
で
あ
り
、
こ
の
と
き
の
心
は
否
定
的
な
も
の
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。 

そ
こ
で
議
論
を
も
と
に
戻
す
と
、
郭
注
は
愚
者
に
も
成
心
を
師
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
前
提
と
し
て
「
心
自
ず
か
ら
得
る
の
み
」
と
い
う
。
そ
こ
か
ら
考
え
て
み

る
と
、
郭
象
に
は
萬
物
存
在
の
自
生
自
化
の
み
な
ら
ず
、
心
も
「
自
ず
か
ら
」
は
た
ら
く
の
で
あ
る
。
聖
人
に
も
凡
人
に
も
、
心
の
作
用
が
發
生
す
る
原
理
と
し
て

「
自
ず
か
ら
」
を
提
示
す
る
と
い
う
面
で
郭
象
思
想
の
一
貫
性
が
み
え
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、「
成
心
」
の
考
察
か
ら
み
る
と
、
郭
象
に
お
い
て
「
心
」
は
、
存
在
に
内
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
心
を
發
生
さ
せ
消
滅
さ
せ
る
原
動
力
も
外
か
ら
與

え
ら
れ
る
も
の
で
な
く
、
「
存
在
が
も
つ
力
」
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
心
の
性
格
上
、
「
心
」
自
體
は
理
想
的
な
も
の
と
は
言
い
難
い
。
そ
の
點
、
主
に
理
想
的
な
心

の
あ
り
方
に
つ
い
て
い
う
王
弼
の
心
の
理
解
９

と
比
べ
る
と
郭
象
が
前
提
す
る
心
の
基
本
性
格
は
存
在
と
離
れ
て
外
に
外
在
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
點
、
そ
し

て
「
形
」
と
と
も
に
驅
け
走
っ
て
疲
れ
さ
せ
る
「
心
」
の
否
定
的
な
性
格
が
明
ら
か
で
あ
る
。 

そ
れ
で
は
、
郭
象
に
お
い
て
理
想
的
な
心
の
あ
り
方
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
は
「
無
心
」
を
檢
討
し
、
郭
象
が
考
え
る
理
想
的
な
「
心
」
に
つ

い
て
考
え
て
み
た
い
。 

「
無
心
」
と
い
う
言
葉
は
『
莊
子
』
に
は
三
カ
所
し
か
出
な
い
語
で
あ
り
、
そ
れ
も
内
篇
で
は
全
く
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
郭
象
注
に
は
「
無
心
」
が

多
く
み
え
る
。
そ
こ
で
郭
象
注
に
「
無
心
」
が
用
い
ら
れ
る
と
き
の
「
心
」
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
「
無
心
」
の
「
心
」
を
「
無
」
く
す
べ
き

も
の
と
し
て
み
る
場
合
を
考
え
て
み
よ
う
。
「
心
を
無
く
す
」
と
い
う
無
く
す
べ
き
對
象
と
し
て
の
「
心
」
は
、
「
成
心
」
の
文
脈
に
お
い
て
の
「
心
」
の
よ
う
に
、

ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
も
の
と
し
て
の
「
心
」
と
し
て
理
解
で
き
る
。「
無
心
」
は
、「
成
心
」
と
は
異
な
っ
て
、
次
の
「
聖
人
無
心
」「
天
地
亦
無
心
」
の
よ
う
に
「
理
想
的

な
心
の
状
態
」
を
語
る
と
き
に
用
い
ら
れ
る
。 

 

聖
人
無
心
、
任
世
之
自
成
。
成
之
淳
薄
、
皆
非
聖
也
。
聖
能
任
世
之
自
得
耳
、
豈
能
使
世
得
聖
哉
（
『
莊
子
』
郭
注
・
外
篇
・
繕
性
篇
） 

聖
人
は
無
心
に
し
て
、
世
の
自
ず
か
ら
成
す
に
任
す
。
之
を
淳
薄
と
成
す
は
、
皆
聖
に
非
ざ
る
な
り
。
聖
は
能
く
世
の
自
ず
か
ら
得
る
に
任
す
の
み
、
豈
に
能

く
世
を
し
て
聖
を
得
さ
し
め
ん
や
。 
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天
地
亦
無
心
而
自
動
。
（
『
莊
子
』
郭
注
・
外
篇
・
天
地
篇
） 

天
地
も
亦
た
無
心
に
し
て
自
ず
か
ら
動
く
。 

 

次
に
郭
象
の
「
無
心
」
の
「
無
」
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
「
無
爲
」
と
し
て
の
は
た
ら
き
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
「
世
の
自
ず
か
ら
成
す
に
任
す
」
や
「
自

ず
か
ら
動
く
」
と
い
う
聖
人
や
天
地
の
心
は
、
外
か
ら
の
人
爲
的
な
作
用
で
な
く
、
「
無
爲
」
の
は
た
ら
き
を
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
と
、
こ
の
と
き
の
「
心
」

は
必
ず
し
も
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
も
の
で
は
な
い
。 

「
成
心
」「
無
心
」
を
見
る
限
り
、「
心
」
を
み
る
郭
象
の
見
方
は
、
二
つ
の
層
位
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
一
番
目
は
、「
成
心
」
に
み
え
る
よ
う
に
、

心
を
、
形
と
と
も
に
驅
け
走
っ
て
疲
れ
さ
せ
る
も
の
、
是
非
の
判
斷
に
こ
だ
わ
る
偏
見
を
も
つ
も
の
と
し
て
み
る
理
解
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
無
心
」
に
お
い
て
も
、

無
く
す
べ
き
對
象
と
し
て
の
「
心
」
で
あ
る
。
い
ま
一
つ
は
、「
無
心
」
を
「
無
爲
の
心
」
と
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
見
方
だ
と
「
心
」
自
體
は
「
無
爲
」
と

い
う
理
想
的
な
は
た
ら
き
を
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
「
無
爲
の
心
」
は
理
想
的
な
心
の
あ
り
方
と
し
て
提
示
で
き
る
。 

 

こ
こ
で
「
無
」
に
つ
い
て
王
弼
と
比
較
し
て
み
る
と
、
王
弼
の
「
無
」
解
釋
は
「
無
」
を
超
越
的
な
本
質
的
な
本
體
と
し
名
詞
と
し
て
理
解
し
た
り
（
「
無
を
以
て

心
と
爲
す
」
）、「
心
」
を
主
語
に
し
て
「
何
も
…
し
な
い
」（
「
無
所
」
）
１
０

と
い
う
、
は
た
ら
き
自
體
を
消
去
す
る
方
法
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
對
し

て
、
郭
象
は
「
無
」
と
い
う
、
存
在
の
外
部
に
超
越
的
に
あ
る
本
體
を
想
定
し
な
い
。
こ
の
非
本
體
論
的
な
側
面
は
郭
象
思
想
を
構
成
す
る
一
本
柱
で
あ
る
。
よ
っ

て
、
郭
象
の
「
無
心
」
は
「
無
と
い
う
本
體
」
を
前
提
に
す
る
も
の
で
は
な
く
、「
心
を
無
く
す
」
ま
た
は
「
無
爲
と
い
う
は
た
ら
き
を
す
る
心
」
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
こ
で
、
「
心
を
無
く
す
」
に
お
い
て
の
「
心
」
の
否
定
的
な
性
格
に
よ
っ
て
、
「
無
く
す
」
と
い
う
「
積
極
的
な
心
の
は
た
ら
き
」
を
要
求
す
る
こ
と
に
な

る
。
そ
れ
は
心
の
性
格
が
元
來
「
心
自
得
」
の
も
の
で
あ
る
こ
と
と
關
連
す
る
。
「
心
」
は
存
在
に
内
在
し
お
こ
る
も
の
で
あ
る
が
、
「
心
」
そ
の
も
の
自
體
に
は
、

い
ま
ま
で
檢
討
し
た
よ
う
に
兩
面
性
が
あ
る
た
め
、
そ
の
ま
ま
だ
と
心
の
理
想
的
な
あ
り
方
に
達
せ
な
い
た
め
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
凡
人
で
あ
っ
て
も
「
無

心
」
の
「
無
爲
の
心
」
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
で
聖
人
の
心
の
よ
う
な
状
態
を
目
指
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
、
凡
人
に
も
理
想
的
な
心
へ
の
方
法
が
提
示
さ
れ
、
郭

象
の
「
無
く
す
」
と
い
う
積
極
的
な
心
の
修
養
面
で
の
意
味
を
た
ら
き
が
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

な
お
、
こ
の
よ
う
に
「
心
」
の
は
た
ら
き
を
多
樣
に
み
る
郭
象
の
態
度
を
張
湛
と
比
べ
て
み
る
と
、
郭
象
の
「
心
」
に
對
す
る
理
解
の
う
ち
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
心
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理
解
は
、
以
後
の
張
湛
に
は
繼
承
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
み
え
る
。「
無
心
」
と
い
う
語
の
使
用
に
關
し
て
は
、
影
響
が
う
か
が
え
る
も
の
の
、
張
湛
の
心
に
對
す
る

基
本
理
解
は
郭
象
と
は
異
な
り
、
「
心
」
自
體
を
理
想
的
な
状
態
を
示
す
も
の
で
あ
る
。 

 
夫
心
者
何
。
寂
然
而
無
意
想
也
。
（
『
列
子
注
』
黃
帝
篇
） 

夫
れ
心
と
は
何
ぞ
や
。
寂
然
に
し
て
意
想
無
き
な
り
。 

夫
心
寂
然
無
想
者
也
。
（
『
列
子
注
』
仲
尼
篇
） 

夫
れ
心
は
寂
然
に
し
て
想
無
き
者
な
り
。 

  

張
湛
の
「
心
」
の
基
本
理
解
は
、
次
の
『
周
易
』
繫
辭
上
傳
を
踏
ま
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

易
、
無
思
也
、
無
爲
也
、
寂
然
不
動
、
感
而
遂
通
天
下
之
故
。
非
天
下
之
至
神
、
其
孰
能
與
於
此
。
（
『
周
易
』
繫
辭
上
傳
） 

易
は
、
思
う
無
き
な
り
、
爲
す
無
き
な
り
、
寂
然
に
し
て
動
か
ず
、
感
じ
て
遂
に
天
下
の
故
に
通
ず
。
天
下
の
至
神
に
非
ざ
れ
ば
、
其
れ
孰
か
能
く
此
と
與
に

せ
ん
か
。 

  

『
周
易
』
繫
辭
傳
や
そ
れ
を
踏
ま
え
た
張
湛
の
「
心
」
は
、
聖
人
の
は
た
ら
き
を
指
す
も
の
で
あ
り
、
凡
人
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
、
郭
象
の
「
心
」

は
聖
人
の
み
な
ら
ず
凡
人
に
も
お
こ
る
も
の
で
あ
る
。
郭
象
と
張
湛
の
「
心
」
の
基
本
理
解
の
違
い
は
何
に
起
因
す
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
郭
象
に
お
い
て
、
個
々
の

凡
人
に
關
す
る
存
在
論
と
「
心
」
と
は
ど
の
よ
う
な
關
係
で
あ
る
の
か
。
こ
の
よ
う
な
疑
問
を
考
察
す
る
た
め
に
、
次
の
節
で
は
「
心
」
と
郭
象
の
存
在
論
の
重
要

概
念
で
あ
る
「
氣
」
に
つ
い
て
檢
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。 

 

第
二
節 

「
心
」
と
「
氣
」 
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本
節
で
は
、「
心
」
と
「
氣
」
の
關
係
を
通
し
て
郭
象
の
存
在
論
と
「
心
」
の
關
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。 

 
寇
莫
大
於
陰
陽
、
無
所
逃
於
天
地
之
閒
［
郭
注
な
し
］
。
非
陰
陽
賊
之
、
心
則
使
之
也
［
郭
注
、
心
使
氣
、
則
陰
陽
徵
結
於
五
藏
而
所
在
皆
陰
陽
也
、
故
不
可
逃
。
］
。

（
『
莊
子
』
郭
注
・
雜
篇
・
庚
桑
楚
篇
） 

寇
は
陰
陽
よ
り
大
な
る
莫
く
、
天
地
の
閒
に
逃
が
る
る
所
無
し
［
郭
注
な
し
］
。
陰
陽
之
を
賊
す
る
に
非
ず
、
心
則
ち
之
を
使
う
な
り
［
郭
注
、
心
は
氣
を
使
い
、

則
ち
陰
陽
は
五
藏
に
徵
れ
結
び
て
在
る
所
皆
陰
陽
な
り
、
故
に
逃
が
る
可
か
ら
ず
。
］
。 

 郭
象
に
お
い
て
、
心
は
陰
陽
の
氣
を
そ
の
原
動
力
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、「
無
心
」
の
は
た
ら
き
も
氣
の
運
用
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
も
の
に
な
る
。

「
無
心
」
の
は
た
ら
き
に
よ
る
作
用
を
、
郭
象
は
以
下
の
よ
う
に
い
う
。 

 

夫
與
物
冥
者
、
故
群
物
之
所
不
能
離
也
。
是
以
無
心
玄
應
、
唯
感
之
從
、
…
…
。
（
『
莊
子
』
郭
注
・
内
篇
・
逍
遙
遊
篇
） 

夫
れ
物
と
與
に
冥
き
者
は
、
故
に
群
物
の
よ
く
離
る
る
こ
と
能
わ
ざ
る
所
な
り
。
是
こ
を
以
て
無
心
に
し
て
玄
に
應
じ
、
唯
だ
之
に
感
じ
て
從
う
、
…
…
。 

 

郭
象
は
「
無
心
に
し
て
玄
妙
に
應
ず
る
（
無
心
玄
應
）
」
と
い
う
。
そ
れ
で
は
ま
ず
「
應
ず
る
」
對
象
が
何
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
張
立
文
氏
等
は
、
心
と

氣
の
關
係
に
つ
い
て
、『
管
子
』
に
お
け
る
心
と
精
氣
、
董
仲
舒
思
想
に
お
け
る
心
と
陰
陽
の
氣
、
そ
し
て
王
充
思
想
に
お
い
て
心
と
元
氣
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
１
１

。

そ
し
て
、
郭
象
の
心
に
つ
い
て
は
「
無
心
應
物
」
「
心
與
物
化
」
１
２

と
い
う
タ
ー
ム
で
そ
の
特
徴
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、
郭
象
が
提
示
す
る
「
玄

に
應
ず
る
」
對
象
は
、
人
閒
に
内
在
す
る
「
心
」
を
無
く
す
は
た
ら
き
、
ま
た
は
無
爲
の
は
た
ら
き
の
状
態
に
お
い
て
、
存
在
外
部
の
「
物
」
と
應
ず
る
と
い
う
こ

と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
應
ず
る
作
用
は
、
「
玄
妙
に
（
玄
）
」
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
郭
象
の
「
無
心
玄
應
」
の
「
心
」
は
、
誰
の
心
な
の
か
。
聖
人

な
の
か
、
ま
た
は
凡
人
な
の
か
。
郭
象
は
「
聖
人
無
心
」
と
い
っ
て
い
る
の
で
、
す
ぐ
に
理
想
的
な
人
閒
と
し
て
「
聖
人
」
と
答
え
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
で
は
、

こ
の
よ
う
な
「
心
」
を
凡
人
も
め
ざ
せ
ば
そ
の
状
態
に
及
ぶ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
考
察
す
る
た
め
に
、
張
湛
の
「
心
」
と
「
玄
妙
（
玄
）
」
の
は
た
ら

き
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。 
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こ
う
い
っ
た
郭
象
の
「
玄
」
と
い
う
作
用
は
、
張
湛
『
列
子
注
』
に
も
あ
ら
わ
れ
る
。
ま
た
、
張
湛
『
列
子
注
』
に
は
、
心
の
は
た
ら
き
に
つ
い
て
氣
と
關
連
し

て
、
よ
り
は
っ
き
り
示
す
箇
所
が
あ
り
、
興
味
深
い
。 

 
至
於
至
人
、
心
與
元
氣
玄
合
、
體
與
陰
陽
冥
諧
。
（
『
列
子
注
』
黃
帝
篇
） 

至
人
に
至
り
て
、
心
は
元
氣
と
與
に
玄
合
し
、
體
は
陰
陽
と
與
に
冥
諧
す
。 

  

こ
こ
で
張
湛
は
「
至
人
」
す
な
わ
ち
理
想
的
な
人
閒
の
心
に
つ
い
て
、
い
っ
て
い
る
。「
心
」
は
「
體
」
が
對
に
な
っ
て
お
り
、
各
々
元
氣
と
陰
陽
の
氣
に
對
應
す

る
。
至
人
の
「
心
」
は
「
元
氣
」
と
い
う
、
よ
り
根
本
的
な
も
の
と
、
「
體
」
は
陰
陽
の
二
氣
と
關
わ
っ
て
お
り
、
「
心
」
が
「
體
」
よ
り
は
根
本
的
な
も
の
、
ま
た

は
時
閒
的
に
先
行
す
る
も
の
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
こ
で
、「
玄
合
」「
冥
諧
」
に
お
い
て
「
玄
」「
冥
」
は
副
詞
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
が
、

こ
こ
で
は
と
く
に
張
湛
が
「
心
」
と
「
元
氣
」
と
の
融
合
を
説
明
す
る
た
め
に
用
い
た
「
玄
合
」
１
３

が
、
郭
象
の
『
莊
子
』
郭
注
・
に
も
用
い
ら
れ
る
語
で
あ
る
こ

と
に
注
目
し
て
み
た
い
。
そ
も
そ
も
「
玄
合
」
は
、
郭
象
の
『
莊
子
』
郭
注
・
内
篇
に
三
カ
所
出
て
く
る
。
次
の
箇
所
は
「
聖
人
」
の
「
玄
合
」
に
つ
い
て
述
べ
て

い
る
。 

 

夫
物
有
自
然
、
理
有
至
極
。
循
而
直
往
、
則
冥
然
自
合
、
非
所
言
也
。
…
…
故
聖
人
付
當
於
塵
垢
之
外
、
而
玄
合
乎
視
聽
之
表
、
照
之
以
天
而
不
逆
計
、
放
之

自
爾
而
不
推
明
也
。
（
『
莊
子
』
郭
注
・
内
篇
・
齊
物
論
篇
） 

夫
れ
物
に
自
ず
か
ら
然
る
有
り
、
理
に
至
極
有
り
。
循
い
て
直
ち
に
往
き
、
則
ち
冥
然
と
し
て
自
ず
か
ら
合
い
、
言
う
所
に
非
ざ
る
な
り
。
…
…
故
に
聖
人
は

塵
垢
の
外
に
付
當
し
て
、
視
聽
の
表
に
玄
合
し
、
之
を
照
す
に
天
を
以
て
す
る
も
逆
計
せ
ず
、
之
を
放
つ
に
自
爾
に
し
て
も
推
明
せ
ざ
る
な
り
。 

 

ま
た
、
『
莊
子
』
郭
注
・
内
篇
・
德
充
符
の
篇
名
に
關
す
る
郭
象
注
に
も
次
の
よ
う
に
「
玄
合
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。 

 

德
充
於
内
、
物
應
於
外
、
外
内
玄
合
、
…
…
。
（
『
莊
子
』
郭
注
・
内
篇
・
齊
物
論
篇
） 
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德
は
内
に
充
ち
、
物
は
外
に
應
じ
、
外
内
玄
合
し
、
…
…
。 

 
「
玄
合
」
は
、
篇
名
の
説
明
に
用
い
ら
れ
る
ほ
ど
、
郭
象
に
と
っ
て
は
重
要
な
タ
ー
ム
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
で
は
「
内
」
な
る
「
德
」
と
、「
外
」
な
る
「
物
」

が
「
玄
合
」
す
る
と
い
う
。
こ
こ
ま
で
み
る
限
り
、
郭
象
は
「
玄
合
」
自
體
を
聖
人
や
至
人
な
ど
理
想
的
な
人
閒
に
限
定
し
て
は
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

ま
た
、
『
莊
子
』
内
篇
・
齊
物
論
篇
の
「
罔
兩
」
と
「
景
」
の
寓
話
に
お
い
て
、
郭
象
は
次
の
よ
う
に
注
釋
す
る
。
こ
こ
で
は
、
「
形
」
と
そ
の
「
影
」
は
、
生
成

す
る
と
き
に
と
も
に
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
相
關
關
係
は
「
玄
合
」
で
は
あ
る
が
、
互
い
に
依
存
關
係
で
は
な
い
１
４

。 

 

故
彼
我
相
因
、
形
景
俱
生
、
雖
復
玄
合
、
而
非
待
也
１
５

。
（
『
莊
子
』
郭
注
・
内
篇
・
齊
物
論
篇
） 

故
に
彼
我
相
い
因
り
て
、
形
と
景
と
は
俱
に
生
じ
、
復
た
玄
合
す
と
雖
も
、
而
れ
ど
も
待
つ
に
非
ず
。 

 こ
れ
を
み
る
と
郭
象
は
「
玄
合
」
と
い
う
は
た
ら
き
が
立
派
な
存
在
の
み
な
ら
ず
、
個
別
存
在
す
べ
て
の
は
た
ら
き
と
し
て
理
解
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
そ

こ
か
ら
考
え
る
と
、
郭
象
の
「
玄
合
」
は
、
「
無
心
玄
應
」
に
お
け
る
「
玄
應
」
の
よ
う
に
、
個
別
存
在
同
士
の
玄
妙
な
は
た
ら
き
と
し
て
「
玄
」
を
用
い
て
お
り
、

そ
の
と
き
の
「
心
」
は
「
氣
」
を
用
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
郭
象
の
「
心
」
と
「
氣
」
の
關
係
が
、
張
湛
に
至
っ
て
は
「
心
」
と
「
元
氣
」
の
結
合
と
し

て
よ
り
は
っ
き
り
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

郭
象
に
お
い
て
「
心
」
は
「
心
自
得
」
に
よ
り
誰
も
が
持
つ
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
凡
人
の
自
然
の
ま
ま
の
「
心
」
は
そ
の
認
識
判
斷
に
よ
る
偏
見
を
生
ず
る

も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
郭
象
は
、
心
は
氣
に
基
づ
い
て
お
り
、
そ
の
心
を
聖
人
だ
け
に
限
定
し
な
い
こ
と
で
、
結
果
的
に
は
凡
人
に
も
「
無
心
」
つ
ま
り
「
心
を
無

く
す
」「
無
爲
の
心
」
と
い
う
心
の
あ
り
方
を
示
す
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
れ
が
可
能
な
の
は
、
氣
に
よ
っ
て
凡
人
の
内
部
の
心
が
外
部
の

物
な
ど
と
「
玄
妙
に
」
「
應
じ
」
「
合
す
」
る
こ
と
に
よ
る
。 

ま
と
め
る
と
、
後
の
張
湛
が
「
心
」
と
「
元
氣
」
を
結
び
、
そ
の
心
を
至
人
の
も
の
と
は
っ
き
り
限
定
す
る
の
に
對
し
て
、
郭
象
は
「
氣
」
に
よ
る
「
心
」
が
も

つ
「
玄
妙
」
な
は
た
ら
き
を
聖
人
に
限
定
し
な
い
こ
と
で
、
そ
の
よ
う
な
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
理
想
的
な
心
、
す
な
わ
ち
「
無
心
」
の
状
態
へ
の
可
能
性
を
凡
人
に

も
與
え
て
い
た
と
い
え
よ
う
。 
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第
三
節 

「
心
自
生
」
と
「
理
」
「
德
」 

 
本
節
で
は
、「
心
」
と
郭
象
の
存
在
論
に
お
い
て
重
要
概
念
で
あ
る
「
理
」
と
「
心
」
に
つ
い
て
、
そ
し
て
人
閒
觀
を
考
え
る
上
で
重
要
な
「
德
」
に
つ
い
て
考

察
し
て
み
よ
う
。 

『
莊
子
』
内
篇
・
德
充
符
篇
で
は
「
全
才
」
に
つ
い
て
説
明
す
る
箇
所
が
あ
る
。
次
を
み
て
み
よ
う
。 

 

仲
尼
曰
、
死
生
存
亡
、
窮
達
貧
富
、
賢
與
不
肖
、
毀
譽
、
飢
渴
、
寒
暑
、
是
事
之
變
、
命
之
行
也
。［
郭
注
、
其
理
固
當
、
不
可
逃
也
。
故
人
之
生
也
、
非
誤
生

也
。
生
之
所
有
、
非
妄
有
也
。
天
地
雖
大
、
萬
物
雖
多
、
然
吾
之
所
遇
適
在
於
是
、
則
雖
天
地
神
明
、
國
家
聖
賢
、
絕
力
至
知
而
弗
能
違
也
。
…
…
］。
日
夜
相

代
乎
前
［
郭
注
省
略
］、
而
知
不
能
規
乎
其
始
者
也
［
郭
注
、
…
…
是
以
知
命
之
必
行
、
事
之
必
變
者
、
…
…
］。
故
不
足
以
滑
和
［
郭
注
、
苟
知
性
命
之
固
當
、

則
雖
死
生
窮
達
、
千
變
萬
化
、
淡
然
自
若
而
和
理
在
身
矣
。
］
、
不
可
入
於
靈
府
［
郭
注
省
略
］
。
使
之
和
豫
、
通
而
不
失
於
兌
（
郭
注
、
苟
使
和
性
不
滑
、
靈

府
閒
豫
、
則
雖
涉
乎
至
變
、
不
失
其
兌
然
也
。
）
。
使
日
夜
无
郤
１
６

［
郭
注
省
略
］
、
而
與
物
爲
春
［
郭
注
、
群
生
之
所
賴
也
。
］
、
是
接
而
生
時
於
心
者
也
［

郭
注
、
順
四
時
而
俱
化
。
］
。
是
之
謂
才
全
［
郭
注
な
し
］
。」
（
『
莊
子
』
郭
注
・
内
篇
・
德
充
符
篇
） 

仲
尼
曰
く
、
死
生
存
亡
、
窮
達
貧
富
、
賢
と
不
肖
と
、
毀
譽
、
飢
渴
、
寒
暑
、
是
れ
事
の
變
、
命
の
行め

ぐ

り
な
り
。［
郭
注
、
其
の
理
は
固
よ
り
當
り
、
逃
ぐ
べ
か

ら
ず
。
故
に
人
の
生
く
る
や
、
誤
り
て
生
く
る
に
非
ざ
る
な
り
。
生
の
有
る
所
、
妄
り
に
有
る
に
非
ざ
る
な
り
。
天
地
は
大
と
雖
も
、
萬
物
は
多
と
雖
も
、
然

れ
ど
も
吾
れ
の
遇
す
る
所
に
し
て
適
た
ま
是
に
在
れ
ば
、
則
ち
天
地
神
明
、
國
家
聖
賢
、
絶
力
至
知
と
雖
も
、
而
れ
ど
も
違
う
こ
と
能
わ
ざ
る
な
り
。
…
…
］
。

日
夜
相
い
前
に
代
わ
り
て
［
郭
注
省
略
］
、
而
し
て
知
も
其
の
始
め
を
規
る
能
わ
ざ
る
者
な
り
［
郭
注
、
…
…
是
を
以
て
命
の
必
ず
行め

ぐ

り
、
事
の
必
ず
變
ず
る
を

知
る
者
、
…
…
］
。
故
に
以
て
和
を
滑
す
に
足
ら
ず
［
郭
注
、
苟
も
性
命
の
固
く
當
る
を
知
れ
ば
、
則
ち
死
生
窮
達
し
、
千
變
萬
化
す
と
雖
も
、
淡
然
自
若
に
し

て
和
理
身
に
在
り
。
］
、
靈
府
に
入
る
可
か
ら
ず
［
郭
注
省
略
］
。
之
を
し
て
和
豫
し
、
通
し
て
兌
び
を
失
わ
ず
［
郭
注
、
苟
も
性
を
和
せ
し
め
て
滑
さ
ず
、
靈
府

は
閒
豫
す
れ
ば
、
則
ち
至
變
に
涉
る
と
雖
も
、
其
の
兌
然
を
失
わ
ざ
る
な
り
。
］
。
日
夜
に
郤
无
か
ら
し
め
て
［
郭
注
省
略
］
、
而
し
て
物
と
與
に
春
と
爲
る
［
郭

注
、
群
生
の
賴
る
所
な
り
。］
、
是
れ
接
し
て
時
を
心
に
生
ず
る
者
な
り
［
郭
注
、
四
時
に
順
い
て
俱
に
化
す
。］
。
是
れ
之
を
才
全
と
謂
う
［
郭
注
な
し
］
。
」 
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『
莊
子
』
本
文
は
「
死
生
存
亡
」
を
自
然
現
象
の
よ
う
に
「
事
の
變
化
、
命
の
め
ぐ
り
（
事
之
變
、
命
之
行
）
」
と
し
て
み
て
い
る
。
そ
こ
に
郭
象
は
「
其
の
理
は

固
よ
り
當
に
逃
ぐ
べ
か
ら
ず
（
其
理
固
當
、
不
可
逃
也
）
」
と
い
い
、「
理
」
を
用
い
て
説
明
し
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、「
是
を
以
て
命
の
必
ず
行め

ぐ

り
、
事
の
必
ず
變
ず

る
を
知
る
者
、
…
…
」
と
い
う
。
こ
れ
は
、
そ
の
理
が
「
必
然
性
」
で
あ
る
こ
と
を
「
必
」
を
通
し
て
強
調
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
郭
象
に
お
け
る

「
理
」
に
つ
い
て
、
堀
池
信
夫
氏
は
「
ま
ず
存
在
者
は
、
造
物
者
な
ど
は
な
く
し
て
、
自
然
的
に
存
在
し
て
い
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
そ
の
自
然
的
存
在
の
あ
り
方

の
内
實
は
、
「
性
」
に
支
え
ら
れ
、
全
體
的
な
關
係
性
か
ら
す
る
と
、
「
理
」
に
お
い
て
存
在
し
て
い
た
。
こ
れ
が
郭
象
の
存
在
論
の
全
體
構
造
の
見
取
圖
で
あ
る
と

い
っ
て
よ
か
ろ
う
」
１
７

と
い
い
、「
理
」
を
存
在
の
「
全
體
」
を
示
す
も
の
と
す
る
。
ま
た
堀
池
氏
は
「
必
然
の
理
」
の
不
可
避
性
に
つ
い
て
、
と
く
に
「
「
理
」
は

「
性
」
と
同
じ
く
不
可
避
で
あ
り
、
人
閒
の
作
爲
の
お
よ
ば
ぬ
も
の
で
あ
っ
て
、
ま
た
是
非
善
惡
の
價
値
的
評
價
を
絶
す
る
も
の
で
あ
っ
た
」
１
８

と
い
う
。
こ
れ
を

踏
ま
え
る
と
郭
象
の
存
在
論
に
お
い
て
「
理
」
と
「
心
」
は
ど
の
よ
う
な
關
係
に
あ
る
だ
ろ
う
か
。『
莊
子
』
本
文
「
故
に
以
て
和
を
滑
す
に
足
ら
ず
」
に
對
す
る
郭

注
は
「
淡
然
自
若
に
し
て
理
を
和
し
身
在
り
。
」
と
い
い
、
一
連
の
變
化
を
必
然
的
な
「
理
」
が
個
々
の
存
在
と
か
か
わ
る
。
そ
し
て
、
『
莊
子
』
内
篇
と
郭
象
に
お

い
て
、
こ
の
よ
う
な
理
の
必
然
性
は
次
の
よ
う
に
「
心
」
へ
と
つ
な
が
る
の
だ
が
、
『
莊
子
』
本
文
「
靈
府
に
入
る
可
か
ら
ず
（
不
可
入
於
靈
府
）
」
に
つ
い
て
、
郭

象
注
と
成
玄
英
疏
は
次
の
よ
う
に
い
う
。 

 

靈
府
者
、
精
神
之
宅
也
。
夫
至
足
者
、
不
以
憂
患
經
神
、
若
皮
外
而
過
去
。
（
『
莊
子
』
郭
注
・
内
篇
・
德
充
符
篇
） 

靈
府
は
、
精
神
の
宅
な
り
。
夫
れ
至
り
て
足
る
者
は
、
以
て
憂
患
經
神
せ
ず
、
皮
外
の
若
く
し
て
過
去
す
。 

 

靈
府
者
、
精
神
之
宅
、
所
謂
心
也
。
經
寒
暑
、
涉
治
亂
、
千
變
萬
化
、
與
物
俱
往
、
未
當
槩
意
、
豈
復
關
心
耶
。
（
『
莊
子
』
成
玄
英
疏
・
内
篇
・
德
充
符
篇
） 

靈
府
は
、
精
神
の
宅
な
り
、
謂
う
所
の
心
な
り
。
寒
暑
を
經
て
、
治
亂
を
涉
り
、
千
變
萬
化
し
、
物
と
與
に
俱
に
往
き
、
未
だ
槩
意
を
當
た
ら
ず
、
豈
に
復
た

心
と
關
わ
る
や
。 

 

「
靈
府
」
の
意
味
に
つ
い
て
、
郭
象
は
「
精
神
之
宅
也
」
と
い
う
が
、
成
玄
英
疏
は
そ
れ
に
加
え
て
「
靈
府
」
が
「
心
」
を
指
す
と
い
う
。
と
り
わ
け
、「
精
神
之
宅
」
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で
あ
る
「
靈
府
」
は
、
あ
ら
ゆ
る
變
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
必
然
性
と
し
て
あ
る
「
理
」
の
よ
う
に
、
「
憂
患
經
神
」
し
な
い
安
定
的
な
休
息
の
状
態
で
あ
る
。
「
理
」

が
個
別
の
全
體
的
な
關
係
に
つ
い
て
い
う
の
な
ら
ば
、「
心
」
は
個
別
存
在
に
内
在
す
る
理
想
的
な
状
態
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
心
の
安
定
し
た
奧
深
い
状
態
と

し
て
の
「
靈
府
」
は
、
『
淮
南
子
』
に
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。 

 

是
故
聖
人
託
其
神
於
靈
府
而
歸
於
萬
物
之
初
。
（
『
淮
南
子
』
俶
眞
訓
） 

是
の
故
に
聖
人
は
其
の
神
を
靈
府
に
託
し
て
萬
物
の
初
に
歸
す
。 

 

『
淮
南
子
』
に
用
い
ら
れ
る
「
靈
府
」
は
存
在
の
終
局
と
關
わ
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。『
淮
南
子
』
で
は
聖
人
は
神
を
靈
府
に
依
託
し
て
か
ら
萬
物
の
初
に
歸
す

る
と
い
う
が
、
こ
こ
で
萬
物
の
「
初
」
と
は
、
根
本
た
る
初
期
状
態
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
１
９

。
し
か
し
『
莊
子
』
内
篇
や
郭
象
は
各
々
「
靈
府
に
入
る
可
か
ら
ず
」
、

「
夫
れ
至
り
て
足
る
者
は
、
以
て
憂
患
經
神
せ
ず
、
皮
外
の
若
く
し
て
過
去
す
」
と
い
い
、「
精
神
の
宅
」
と
し
て
の
「
心
」
を
説
明
し
て
い
る
が
、
郭
象
の
氣
論
に

基
づ
い
た
存
在
論
は
、
死
以
後
の
魂
魄
や
精
神
な
ど
を
認
め
な
い
た
め
、
『
淮
南
子
』
の
存
在
論
と
は
異
な
る
。
ほ
か
に
、
「
靈
○
」
の
語
が
「
心
」
を
指
す
例
と
し

て
は
、
次
の
『
莊
子
』
本
文
の
よ
う
に
、「
靈
臺
」
と
い
う
語
が
出
る
。 

 

備
物
以
將
形
［
郭
注
、
因
其
自
備
而
順
其
成
形
。
］
、
藏
不
虞
以
生
心
［
郭
注
、
心
自
生
耳
、
非
虞
而
出
之
。
虞
者
、
億
度
之
謂
。
］
、
…
…
不
可
内
於
靈
臺
［

郭
注
、
靈
臺
者
、
心
也
、
淸
暢
、
故
憂
患
不
能
入
。
］
。
（
『
莊
子
』
郭
注
・
雜
篇
・
庚
桑
楚
篇
） 

物
を
備
え
て
以
て
形
を
將
（
や
し
な
）
い
［
郭
注
、
其
の
自
ず
か
ら
備
え
る
に
因
り
て
其
の
成
形
に
順
う
。
］
、
虞
わ
ざ
る
を
藏
し
て
以
て
心
を
生
じ
［
郭
注
、

心
は
自
ず
か
ら
生
ず
る
の
み
、
虞
っ
て
之
よ
り
出
ず
る
も
の
に
非
ず
。
虞
は
、
億
度
之
を
謂
う
。
］
、
…
…
靈
臺
に
内
る
可
か
ら
ず
［
注
、
靈
臺
は
、
心
な
り
、

淸
暢
し
、
故
に
憂
患
は
入
る
こ
と
能
わ
ず
。
］
。 

 

『
莊
子
』
本
文
「
靈
臺
」
の
郭
注
「
靈
臺
者
、
心
也
」
を
み
る
と
、
成
玄
英
の
「
靈
府
」
解
釋
は
、
郭
注
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
こ

こ
で
郭
象
は
心
に
つ
い
て
「
心
は
自
ず
か
ら
生
ず
る
の
み
（
心
自
生
耳
）
」
と
い
っ
て
お
り
、
以
前
の
章
で
檢
討
し
た
「
心
は
自
ず
か
ら
得
る
（
心
自
得
）
」
と
同
じ
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文
脈
で
心
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。 

 
 

次
に
は
、
「
心
」
の
は
た
ら
き
と
「
德
」
に
つ
い
て
郭
象
が
ど
の
よ
う
に
考
え
た
の
か
を
考
察
し
て
み
よ
う
。
「
心
」
に
つ
い
て
言
及
し
た
『
莊
子
』
内
篇
・
德
充

符
篇
は
、
心
と
關
連
し
て
、
次
の
よ
う
に
「
德
」
の
話
に
移
る
。 

 

何
謂
德
不
形
。
曰
、
平
者
、
水
停
之
盛
也
。
其
可
以
爲
法
也
、
内
保
之
而
外
不
蕩
也
。
德
者
、
成
和
之
脩
也
。
德
不
形
者
、
物
不
能
離
也
。
（
『
莊
子
』
内
篇
・

德
充
符
篇
） 

何
を
か
德
形
わ
れ
ず
と
謂
う
や
。
曰
く
、
平
は
、
水
停
の
盛
ん
な
る
な
り
。
其
の
以
て
法
と
爲
す
可
き
や
、
内
に
之
を
保
ち
て
外
に
蕩
せ
ざ
る
な
り
。
德
は
、

成
和
の
脩
ま
る
な
り
。
德
形
わ
れ
ざ
る
者
は
、
物
離
る
る
能
わ
ざ
る
な
り
。 

  

「
德
不
形
」
に
つ
い
て
森
氏
は
「
心
の
德
が
表
面
に
出
な
い
」
２
０

、
池
田
氏
は
「
德
を
心
の
奧
低
に
深
く
湛
え
る
」
２
１

と
し
て
お
り
、
兩
解
釋
と
も
に
「
德
」
を

「
心
の
は
た
ら
き
」
と
し
て
み
て
い
る
。
そ
こ
で
以
下
の
郭
注
を
み
て
み
よ
う
。 

 

事
得
以
成
、
物
得
以
和
、
謂
之
德
也
。
…
…
無
事
不
成
、
無
物
不
和
、
此
德
之
不
形
也
。
是
以
天
下
樂
推
而
不
厭
。
（
『
莊
子
』
郭
注
・
内
篇
・
德
充
符
篇
） 

事
得
て
以
て
成
り
、
物
得
て
以
て
和
す
、
之
を
德
と
謂
う
な
り
。
…
…
事
に
成
さ
ざ
る
無
く
、
物
に
和
せ
ざ
る
無
し
、
此
れ
德
の
形
わ
れ
ざ
る
な
り
。
是
こ
を

以
て
天
下
樂
し
く
推
し
て
厭
た
ず
。 

 

「
事
得
て
以
て
成
り
、
物
得
て
以
て
和
す
、
之
を
德
と
謂
う
な
り
」
の
よ
う
に
、
郭
象
は
「
事
」
や
「
物
」
に
お
い
て
各
々
「
成
し
」
「
和
す
」
こ
と
を
「
得
る
」

こ
と
を
「
德
」
と
い
う
。
要
す
る
に
、
物
事
や
萬
物
に
對
し
て
、
成
し
て
調
和
す
る
こ
と
が
で
き
る
「
心
の
は
た
ら
き
」
と
し
て
「
德
」
を
理
解
す
る
の
で
あ
る
。 

そ
こ
で
「
心
の
は
た
ら
き
」
と
し
て
の
「
德
」
に
つ
い
て
も
う
少
し
考
え
て
み
よ
う
。
す
で
に
本
論
文
は
郭
象
の
心
に
は
、
誰
も
が
も
っ
て
い
る
が
認
識
作
用
に
よ

る
先
入
觀
を
も
た
せ
る
の
で
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
「
心
」
と
「
無
爲
の
心
」
と
い
う
二
層
が
あ
り
、
凡
人
も
理
想
的
な
心
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
考
察
し
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た
。
で
は
、
「
德
」
の
場
合
は
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。
郭
象
に
お
い
て
理
想
的
な
德
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
か
。 

『
莊
子
』
雜
篇
・
列
禦
寇
篇
に
は
以
下
の
よ
う
に
「
心
」
と
「
德
」
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。 

 
賊
莫
大
乎
德
有
心
而
心
有
睫
。
及
其
有
睫
也
而
内
視
、
内
視
而
敗
矣
。
凶
德
有
五
、
中
德
爲
首
。
何
謂
中
德
。
中
德
也
者
、
有
以
自
好
也
而
吡
其
所
不
爲
者
也
。

（
『
莊
子
』
雜
篇
・
列
禦
寇
篇
） 

賊
は
德
に
心
有
り
て
心
に
睫
有
る
よ
り
も
大
な
る
は
莫
し
。
其
の
睫
有
る
に
及
ぶ
や
而
ち
内
に
視
、
内
に
視
れ
ば
而
ち
敗
る
。
凶
德
に
五
有
り
、
中
德
首
と
爲

る
。
何
を
か
中
德
と
謂
う
や
。
中
德
な
る
者
は
、
以
て
自
ず
か
ら
好
む
有
り
て
其
の
爲
さ
ざ
る
所
を
吡
る
者
な
り
。 

 

『
莊
子
』
本
文
で
は
、「
德
」
に
お
け
る
問
題
は
、
ま
ず
「
心
」
が
あ
っ
て
ま
た
そ
の
心
に
認
識
に
繋
が
る
「
睫
」
が
あ
り
、
内
面
を
視
よ
う
と
す
る
が
、
そ
う
す

る
と
德
は
破
れ
て
し
ま
う
と
い
う
。
そ
し
て
「
凶
德
」
、
そ
の
な
か
で
も
認
識
に
よ
る
是
非
判
斷
に
よ
っ
て
、
他
を
誹
る
「
中
德
」
を
批
判
す
る
。
こ
れ
に
關
す
る
郭

注
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 

 

有
心
於
爲
德
、
非
眞
德
也
。
夫
眞
德
者
、
忽
然
自
得
而
不
知
所
以
得
也
。
…
…
率
心
爲
德
、
猶
之
可
耳
。
役
心
於
眉
睫
之
閒
、
則
僞
已
甚
矣
。（
『
莊
子
』
郭
注
・

雜
篇
・
列
禦
寇
篇
） 

心
有
り
て
德
と
爲
す
は
、
眞
德
に
非
ざ
る
な
り
。
夫
れ
眞
德
な
る
者
は
、
忽
然
と
し
て
自
ず
か
ら
得
て
得
る
所
以
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
…
…
心
を
率
い
て
德
を

爲
す
は
、
猶
お
之
れ
可
な
る
の
み
。
心
を
眉
睫
の
閒
に
役
す
れ
ば
、
則
ち
僞
り
已
甚
だ
し
。 

  

こ
こ
で
『
莊
子
』
の
よ
う
に
、
郭
象
に
も
「
心
」
の
は
た
ら
き
は
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
心
の
認
識
作
用
に
よ
る
德
は
、「
本
來
の
あ
る
べ
き
德
（
眞

德
）
」
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
郭
象
は
『
莊
子
』
本
文
の
「
凶
德
」
「
中
德
」
に
つ
い
て
の
説
明
を
省
い
て
、
直
接
「
眞
德
」
を
提
示
し
て
い
る
。
郭
象
に
よ

る
と
、
本
來
あ
る
べ
き
德
と
は
、
存
在
が
「
自
ず
か
ら
得
る
」
内
在
的
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
う
な
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
分
か
ら
な
い
も
の

で
あ
る
。
郭
象
が
「
心
」
に
つ
い
て
「
心
自
得
」
を
い
う
よ
う
に
、「
德
」
に
つ
い
て
も
「
自
得
」
を
い
っ
て
お
り
、
郭
象
の
存
在
論
を
貫
通
す
る
「
自
ず
か
ら
」
と



- 101 - 

 

い
う
は
た
ら
き
が
、
存
在
に
内
在
す
る
「
心
」
と
も
「
德
」
と
も
關
係
し
て
い
る
こ
と
が
こ
こ
で
確
認
さ
れ
る
。
そ
し
て
、「
心
」
に
お
い
て
郭
象
が
「
ネ
ガ
テ
ィ
ブ

な
心
」
の
状
態
と
「
無
爲
の
心
」
の
状
態
と
を
分
け
た
の
と
同
じ
く
、「
德
」
に
お
い
て
も
「
凶
德
」「
中
德
」
と
區
別
さ
れ
る
「
眞
德
」
を
示
し
て
、「
德
」
を
ラ
ン

ク
付
け
し
て
い
る
こ
と
も
確
認
で
き
る
。
張
立
文
氏
等
は
、
郭
象
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
に
「
心
」
と
關
連
す
る
「
德
」
を
、
道
德
を
實
踐
し
て
心
に
得
ら
れ
た
も

の
と
み
る
２
２

。
し
か
し
、
本
論
文
の
考
察
に
よ
る
と
、
郭
象
に
お
い
て
「
心
」
と
「
德
」
の
關
係
は
實
踐
の
面
の
み
な
ら
ず
、
存
在
論
の
側
面
で
も
「
存
在
に
内
在

す
る
も
の
」
と
し
て
、
ま
た
「
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
面
と
理
想
的
な
面
を
と
も
に
も
っ
て
い
る
も
の
」
と
い
う
類
似
性
を
共
有
し
な
が
ら
深
く
關
係
し
て
い
る
。
進
ん
で

い
う
と
、
こ
こ
で
「
德
」
は
、
張
氏
の
い
う
「
道
德
」
と
い
う
よ
り
は
、
「
心
の
は
た
ら
き
」
と
關
連
す
る
「
能
力
」
と
し
て
理
解
し
て
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
「
能

力
」
と
し
て
の
「
德
」
は
、
凡
人
が
理
想
的
な
「
心
」
の
状
態
を
め
ざ
す
こ
と
を
可
能
に
さ
せ
る
眞
の
能
力
で
あ
り
、
凡
人
に
は
そ
の
德
に
よ
っ
て
、
理
想
的
な
心

を
手
に
入
れ
る
が
で
き
る
と
考
え
る
。 

 

終
わ
り
に 

  

「
心
」
に
關
す
る
郭
象
の
基
本
的
な
理
解
は
「
成
心
」
や
「
無
心
」
に
よ
っ
て
分
析
で
き
る
。
兩
方
に
お
い
て
、
心
と
は
「
自
得
」「
自
生
」
す
る
も
の
で
あ
る
た

め
、
人
閒
な
ら
誰
に
で
も
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
状
態
の
心
と
は
理
想
的
な
も
の
で
は
な
い
。
よ
っ
て
、
人
閒
が
基
本
的
に
持
っ
て
い
る
心
を
、
郭
象
は
ネ
ガ

テ
ィ
ブ
な
も
の
と
し
て
み
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
心
の
理
想
的
な
状
態
も
提
示
し
て
お
り
、『
莊
子
』
本
文
に
は
あ
ま
り
出
な
い
「
無
心
」
を
用
い
て

い
る
が
、
「
無
心
」
を
「
無
爲
の
心
」
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
で
郭
象
の
「
理
想
的
な
心
」
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

郭
象
の
「
心
」
理
解
の
特
徴
を
と
く
に
王
弼
の
「
心
」
認
識
と
比
較
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
一
、
王
弼
の
心
が
聖
人
の
理
想
的
な

「
心
」
に
焦
點
を
當
て
て
い
る
の
に
對
し
て
、
郭
象
は
聖
人
の
み
な
ら
ず
、
人
閒
な
ら
凡
人
で
も
皆
が
も
っ
て
い
る
も
の
と
い
う
認
識
が
あ
り
、
そ
れ
は
「
心
自
得
」

「
心
自
生
」
と
い
う
自
生
の
原
理
か
ら
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
結
果
的
に
は
凡
人
も
聖
人
の
も
つ
理
想
的
な
心
を
志
向
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と

考
察
し
た
。
二
、「
心
」
と
「
無
」
に
つ
い
て
、
王
弼
の
心
に
關
す
る
「
無
」
の
用
法
は
、
名
詞
化
を
通
じ
て
「
無
」
の
本
質
的
な
「
本
體
性
」
を
強
調
し
、
ま
た
「
…

し
な
い
（
無
所
…
）
」
と
い
う
無
爲
の
側
面
を
も
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
對
し
て
、
郭
象
の
「
無
心
」
を
「
心
を
無
く
す
」
と
理
解
し
た
場
合
に
は
、
「
無
く
す
」
と
い

う
動
詞
を
通
し
て
積
極
的
な
「
心
の
は
た
ら
き
」
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
王
弼
と
の
違
い
が
み
え
る
。 
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「
心
」
に
關
す
る
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
ま
た
郭
象
の
存
在
論
が
基
づ
く
「
氣
」
と
の
關
係
に
よ
っ
て
、
人
閒
に
内
在
す
る
「
心
」
が
外
部
の
「
物
」
と
通
じ
る

よ
う
に
な
り
、
そ
の
融
合
は
「
玄
妙
（
玄
）
」
な
も
の
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
「
理
」
と
い
う
必
然
性
に
お
い
て
「
心
」
は
「
德
」
と
つ
な
が
り
、
そ
こ
で
「
心
」
は
自

ず
か
ら
生
じ
る
（
心
自
生
）
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
郭
象
は
認
識
判
斷
し
、
先
入
の
偏
見
を
も
た
ら
す
「
心
」
と
關
係
す
る
「
德
」
を
、「
本
來
の
あ
る
べ
き
德
（
眞

德
）
」
で
は
な
い
と
し
、「
德
」
に
お
い
て
も
「
自
得
」
を
強
調
し
た
。
そ
の
と
き
の
「
德
」
と
は
、
道
德
と
い
う
よ
り
は
「
心
の
は
た
ら
き
」
と
か
か
わ
る
「
能
力
」

と
し
て
理
解
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
凡
人
は
理
想
的
な
「
心
」
と
「
德
」
へ
の
接
近
可
能
な
存
在
に
な
り
、
こ
の
可
能
性
を
通
し
て
、
郭
象
の
人
閒
論
は
聖

人
や
至
人
の
理
想
的
な
人
閒
だ
け
の
も
の
で
な
く
、
理
想
的
な
状
態
を
め
ざ
す
「
凡
人
」
に
注
目
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
、
凡
人
が
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
の

理
想
を
成
し
遂
げ
る
か
を
議
論
す
る
土
臺
を
作
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
點
で
郭
象
の
「
心
」
の
議
論
を
玄
學
思
想
史
の
な
か
で
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。 

                                         

              

 

１ 

森
三
樹
三
郞
譯
注
『
莊
子
』（
内
篇
）
、
中
公
文
庫
、
一
九
七
四
年
、
三
八
頁
を
參
照
。
森
氏
の
こ
の
よ
う
な
分
類
の
よ
う
に
、
李
鍾
晟
氏
も
「
成
心
」
を
「
人
閒

が
本
來
的
に
持
っ
て
い
る
眞
の
心
、
ま
た
は
天
然
の
自
然
的
心
」
と
「
一
定
的
に
固
ま
っ
た
心
」
の
、
二
つ
に
分
け
て
歴
代
の
注
釋
者
を
分
類
し
て
い
る
。
李

氏
は
、
郭
象
の
成
心
解
釋
を
前
者
と
し
て
分
類
す
る
が
、
本
論
文
は
そ
の
點
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
李
鍾
晟
、
「
莊
子
哲
學
に
お
け
る
「
成
心
」
に
關
す

る
省
察
（장자 

철학에서의 
'

성심'

에 

대한 
성찰
）
」
『
大
同
哲
學
』
第
二
三
輯
、
大
同
哲
學
會
、
二
〇
〇
三
年
、
一
一
頁
を
參
照
。 

２ 

森
氏
、
前
掲
書
、
同
頁
。 

３ 

福
永
光
司
『
莊
子
』
内
篇
、
朝
日
新
聞
社
、
一
九
六
六
、
四
五
頁
を
參
照
。 

４ 

福
永
光
司
・
興
善
宏
譯
『
莊
子 

内
篇
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
三
年
、
四
九
頁
。 

５ Burton W
atson, T

he C
om

plete W
orks of C

huang T
zu, N

ew
 York: C

olum
bia U

niversity Press, 1968, 38pp. 

６ A
ngus C

. G
raham

, C
huang-T

zŭ: T
he Inner C

hapters, Indianapolis: H
ackett Publishing C

om
pany, Inc., 2001, 51pp. 

７ 

池
田
知
久
譯
注
『
莊
子
』
（
上
）
、
講
談
社
、
二
〇
一
四
、
一
二
八
頁
を
參
照 

８ V
ictor H

. M
air, W

andering on the w
ay: early T

aoist tales and parables of C
huang T

zu, H
onolulu: U

niversity of H
aw

aii Press, 1998, 14pp. 

９ 

本
論
文
第
四
章
「
王
弼
の
聖
人
論
」
第
一
節
「
聖
人
に
お
け
る
「
心
」
の
は
た
ら
き
と
「
情
」
の
不
可
視
性
」
の
「
聖
人
は
、
…
…
「
何
も
…
し
な
い
」（
無
所
）
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は
た
ら
き
に
よ
っ
て
百
姓
と
接
す
る
」「
聖
人
の
心
の
あ
り
方
は
「
心
に
主
と
す
る
所
無
き
」「
意
に
適
莫
す
る
所
無
き
」
も
の
、
つ
ま
り
、
心
に
主
體
が
な
く
、

意
に
肯
定
や
否
定
の
こ
だ
わ
り
が
な
い
と
す
る
」
（
六
八
頁
）
を
參
照
。 

１
０ 

本
論
文
第
四
章
「
王
弼
の
聖
人
論
」
第
二
節
「
「
天
地
の
心
」
の
は
た
ら
き
」
（
七
三
頁
）
を
參
照
。 

１
１ 

張
立
文
主
編
、
『
心
』
（
中
國
哲
學
範
疇
精
粹
叢
書
）
中
國
人
民
大
學
出
版
社
、
一
九
九
三
、
五
四
～
五
五
頁
、
八
六
頁
、
九
一
頁
を
參
照
。 

１
２ 

張
氏
、
前
掲
書
、
一
〇
九
～
一
一
一
頁
を
參
照
。 

１
３ 

張
湛
は
『
列
子
注
』
仲
尼
篇
に
お
い
て
も
「
其
道
玄
合
」
の
よ
う
に
「
玄
合
」
を
用
い
て
い
る
。 

１
４ 

「
非
待
」
や
「
相
因
」
に
つ
い
て
は
、
本
論
文
第
二
章
第
四
節
を
參
照
。 

１
５ 

こ
の
箇
所
に
つ
い
て
は
、
本
論
文
第
二
章
「
『
莊
子
』
郭
象
注
の
始
終
論
」
第
三
節
「
「
相
因
」
と
「
非
待
」
の
思
想
」
（
四
一
～
四
四
頁
）
に
詳
し
い
。 

１
６ 

「
郤
」
に
つ
い
て
、
郭
慶
藩
氏
は
「
敦
煌
本
郤
作
陳
」
と
校
勘
し
て
い
る
。 

１
７ 

堀
池
信
夫
『
漢
魏
思
想
史
研
究
』
、
明
治
書
院
、
一
九
八
八
年
、
五
九
〇
頁
を
參
照
。 

１
８ 

堀
池
氏
、
前
掲
書
、
五
八
八
～
五
八
九
頁
を
參
照
。 

１
９ 

「
初
」
「
始
」
を
根
本
性
と
し
て
見
な
し
、
戻
る
目
的
地
と
し
た
の
は
『
老
子
』
で
あ
る
が
、『
老
子
』
を
踏
ま
え
て
、
循
環
論
と
本
體
論
の
要
素
を
含
ん
だ
複

雜
な
議
論
を
展
開
し
た
の
は
、
王
弼
で
あ
る
。
本
論
文
第
一
章
「
王
弼
の
始
終
論
」
第
三
節
「
王
弼
に
お
け
る
「
歸
終
」
「
反
終
」
と
「
本
」
「
母
」
の
關
係
」

（
二
一
～
二
二
頁
）
を
參
照
。 

２
０ 

前
掲
書
、
一
四
三
頁
を
參
照
。 

２
１ 

前
掲
書
、
三
五
九
頁
を
參
照
。 

２
２ 

張
立
文
主
編
、
前
掲
書
、
一
一
二
頁
を
參
照
。 
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結
論 

  
 

宇
宙
の
「
始
」
と
「
終
」
自
體
は
、
個
々
の
凡
人
の
意
志
と
は
離
れ
た
は
た
ら
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
生
命
や
人
生
の
意
味
を
問
う
存
在
で
あ
る
人
閒
に
お
い
て
、

存
在
の
始
終
や
宇
宙
の
始
終
を
把
握
す
る
こ
と
は
重
要
な
哲
学
の
論
題
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
始
終
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
々
の
理
想
像
や
理
想
像
を

説
明
す
る
仕
方
が
變
わ
る
。 

本
論
文
は
、
魏
晉
時
代
の
玄
學
思
想
に
お
い
て
、
王
弼
・
張
湛
・
郭
象
の
注
釋
を
、
主
に
「
始
終
論
」
と
「
聖
人
論
」
を
通
し
て
檢
討
し
、
中
國
思
想
史
の
な
か

で
も
魏
晉
玄
學
の
思
想
を
い
く
つ
か
の
新
し
い
視
點
か
ら
再
考
し
た
も
の
で
あ
る
。 

本
論
文
は
、
ま
ず
、
魏
晉
玄
學
思
想
史
に
お
け
る
「
始
終
論
」
に
お
い
て
、
各
思
想
家
の
閒
の
影
響
關
係
や
特
色
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
大
概
を
擧
げ
る
と
以

下
の
通
り
で
あ
る
。 

 

王
弼
の
思
想
體
系
で
は
、
生
成
自
體
に
プ
ロ
セ
ス
が
あ
り
、
「
始
」
「
終
」
は
、
ま
ず
そ
の
生
成
の
プ
ロ
セ
ス
と
關
係
す
る
。
本
論
文
の
考
察
か
ら
す
る
と
、
王
弼

は
生
成
の
「
始
」
「
終
」
を
、
「
始
」
「
母
」
に
對
應
さ
せ
、
存
在
を
生
む
母
と
は
、
生
成
の
プ
ロ
セ
ス
の
終
わ
り
に
あ
る
も
の
と
い
う
獨
特
な
見
解
を
示
し
て
い
る
。

ま
た
、
王
弼
に
お
け
る
「
始
」「
終
」
は
、「
有
」
よ
り
は
「
無
」
と
關
連
す
る
も
の
で
あ
り
、「
無
」
と
い
う
外
部
の
本
質
に
よ
る
と
い
う
王
弼
の
始
終
論
は
、
以
後

の
郭
象
や
張
湛
の
始
終
論
と
は
大
い
に
異
な
る
。
そ
し
て
、
王
弼
の
「
始
」「
終
」
は
存
在
の
外
部
に
あ
る
も
の
と
す
る
特
徴
か
ら
、
王
弼
思
想
の
本
體
論
的
な
側
面

を
み
せ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
考
察
を
通
し
て
明
ら
か
に
な
っ
た
王
弼
の
始
終
論
の
特
徴
は
、
生
成
の
「
終
」
へ
の
獨
特
な
解
釋
の
ほ
か
、
生
成
論
と
循
環
論
の
要

素
が
本
體
論
と
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
評
價
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

次
に
、
郭
象
の
始
終
論
に
お
け
る
第
一
の
特
徴
は
、
生
成
や
存
在
に
お
け
る
外
部
の
本
體
を
拒
否
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
郭
象
の
始
終
論
は
王

弼
の
始
終
論
の
本
體
論
的
な
性
格
を
明
ら
か
に
否
定
す
る
觀
點
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
郭
象
の
始
終
論
で
は
、
萬
物
存
在
の
生
成
、
變
化
、
循
環
の
す
べ
て
が

氣
論
に
基
づ
い
て
お
り
、「
自お

の

ず
か
ら
」
と
い
う
は
た
ら
き
が
強
調
さ
れ
る
。
そ
の
構
造
の
な
か
で
、「
始
」「
終
」
は
宇
宙
の
構
成
や
生
成
よ
り
は
、
人
閒
の
生
死
の
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問
題
と
つ
な
が
り
、
「
自
ず
か
ら
生
じ
（
自
生
）
」
「
自
ず
か
ら
終
わ
る
（
自
終
）
」
と
い
う
人
閒
存
在
の
生
成
消
滅
の
原
理
と
し
て
提
示
さ
れ
る
。
そ
の
考
え
方
か
ら

す
る
と
、
個
々
の
存
在
は
、
と
く
に
生
成
の
際
に
、
外
在
か
ら
の
力
で
な
く
、
存
在
が
も
つ
内
部
の
原
動
力
に
よ
っ
て
「
互
い
に
因
っ
て
（
相
因
）
」
、
生
成
す
る
。

た
だ
、
個
々
は
存
在
す
る
と
き
に
は
、
獨
立
し
た
も
の
と
し
て
「
依
存
し
な
い
（
非
待
）
」
と
い
う
特
徴
を
持
つ
。
ま
た
、
王
弼
の
始
終
論
に
は
「
氣
」
の
要
素
は
あ

ま
り
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
郭
象
や
郭
象
を
踏
ま
え
た
張
湛
の
始
終
論
は
氣
論
を
ベ
ー
ス
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
考
察
に
よ
り
分
か
っ
た
。
そ
し
て
郭
象
の
「
相

因
」
が
張
湛
に
お
い
て
は
「
終
始
相
因
」
に
な
り
、
各
存
在
の
生
成
消
滅
に
「
始
」
「
終
」
が
關
係
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。 

 

さ
ら
に
、
張
湛
の
始
終
論
の
考
察
よ
り
、
郭
象
に
お
い
て
「
必
然
の
理
」
が
強
調
さ
れ
た
よ
う
に
、
張
湛
に
お
い
て
も
「
理
」
は
「
命
」
を
變
わ
る
必
然
性
と
し

て
提
示
さ
れ
る
。
こ
の
「
理
」
は
「
氣
」
と
兩
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
「
始
」「
終
」
は
、「
始
」「
終
」
の
有
る
層
と
、「
始
」「
終
」
が
無
い
層
と
で
二
分
化

さ
れ
た
層
位
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
張
湛
は
、
王
弼
の
よ
う
に
「
反
終
」
と
い
う
語
を
用
い
る
が
、「
無
」
の
領
域
に
「
終
」
を
歸
屬
さ
せ
る
王
弼
と
は

異
な
り
、
張
湛
の
「
反
終
」
は
「
無
」
で
な
く
「
有
」
の
「
一
氣
」
に
戻
る
特
徴
を
持
っ
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。 

次
に
、
魏
晉
玄
學
思
想
史
に
お
け
る
「
聖
人
論
」
の
考
察
を
通
し
て
得
た
結
果
の
詳
細
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。 

ま
ず
、
王
弼
の
聖
人
論
に
お
い
て
、
聖
人
と
凡
人
と
の
關
係
を
「
情
」
「
心
」
「
德
」
を
通
し
て
考
察
し
明
ら
か
に
な
っ
た
點
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
王
弼
は
、
凡

人
と
聖
人
の
閒
に
距
離
を
お
き
、
凡
人
に
は
聖
人
の
よ
う
な
理
想
的
な
人
格
に
な
る
方
法
を
提
示
し
て
い
る
よ
う
に
は
み
え
な
い
。
た
だ
、
方
法
は
示
さ
な
い
も
の

の
、
聖
人
の
人
閒
的
な
特
徴
で
あ
る
「
情
」
「
心
」
「
德
」
を
通
し
て
理
想
的
な
人
閒
像
を
提
示
す
る
。
そ
こ
で
、
聖
人
は
「
情
」
を
も
っ
て
い
る
が
、
そ
の
情
と
は

不
可
視
的
な
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
聖
人
の
「
心
」
は
、
人
閒
の
心
よ
り
は
天
地
の
心
に
近
い
も
の
で
あ
り
、「
無
」
を
そ
の
は
た
ら
き
の
も
と
に

す
る
。
ま
た
聖
人
の
「
德
」
は
、「
心
」
と
同
樣
、
凡
人
よ
り
は
「
天
地
」
に
近
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
王
弼
は
「
君
子
の
德
」
と
い
う
凡
人
が
目
指
す

こ
と
が
で
き
る
「
德
」
へ
の
方
法
を
提
示
す
る
の
で
あ
る
。 

郭
象
に
お
い
て
は
「
心
」
を
中
心
に
考
察
し
、
郭
象
の
心
は
「
成
心
」
と
「
無
心
」
を
考
え
る
こ
と
で
次
の
よ
う
な
考
察
を
得
た
。
一
、
郭
象
は
「
心
」
を
ネ
ガ

テ
ィ
ブ
な
も
の
と
し
て
認
識
し
た
。
つ
ま
り
、
形
と
と
も
に
驅
け
走
っ
て
疲
れ
さ
せ
る
心
、
是
非
の
判
斷
に
こ
だ
わ
る
偏
見
と
し
て
の
心
、
無
く
す
べ
き
對
象
と
し

て
の
「
心
」
。
二
、
理
想
的
な
心
の
状
態
で
あ
る
「
無
爲
の
心
」
。
と
く
に
郭
象
の
「
心
」
は
王
弼
と
比
較
す
る
と
、
よ
り
そ
の
特
徴
が
み
え
て
く
る
が
、
そ
こ
で
明

ら
か
に
な
っ
た
點
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
一
、
王
弼
の
心
が
聖
人
の
理
想
的
な
「
心
」
に
焦
點
を
當
て
て
い
る
の
に
對
し
て
、
郭
象
は
聖
人
の
み
な
ら
ず
、
人
閒
な
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ら
凡
人
で
も
皆
が
も
っ
て
い
る
も
の
と
い
う
認
識
が
あ
り
、
そ
れ
は
「
心
自
得
」
「
心
自
生
」
と
い
う
「
自
ず
か
ら
生
じ
る
（
自
生
）
」
の
原
理
か
ら
な
る
も
の
で
あ

る
。「
自
ず
か
ら
」
と
い
う
心
の
発
生
原
理
に
よ
っ
て
、
結
果
的
に
は
凡
人
に
も
聖
人
の
も
つ
理
想
的
な
心
を
志
向
す
る
こ
と
は
可
能
に
な
る
。
二
、「
心
」
と
「
無
」

に
つ
い
て
、
王
弼
の
心
に
お
け
る
「
無
」
の
用
法
は
、
名
詞
化
を
通
じ
て
「
無
」
の
本
質
的
な
「
本
體
性
」
を
強
調
す
る
の
に
對
し
て
、
郭
象
の
「
無
心
」
は
積
極

的
な
「
心
の
は
た
ら
き
」
を
示
し
て
い
る
。
郭
象
の
「
心
（
自
生
）
」
は
氣
に
基
づ
く
郭
象
の
存
在
論
と
關
連
す
る
。
そ
し
て
、
「
德
」
に
つ
い
て
郭
象
は
「
眞
德
」

を
提
示
し
、
道
德
の
意
味
よ
り
は
、
心
の
能
力
と
し
て
の
德
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
郭
象
思
想
に
お
け
る
「
自
ず
か
ら
」
と
い
う
は
た
ら
き
は
、
宇
宙
や
個
々

の
存
在
は
勿
論
、
人
と
い
う
存
在
の
「
心
」
の
成
立
原
理
で
も
あ
る
。 

以
上
の
よ
う
に
、
魏
晉
玄
學
思
想
史
に
お
い
て
、
本
論
文
は
、
王
弼
、
郭
象
、
張
湛
を
、
「
始
」
「
終
」
や
「
心
」
「
德
」
（
「
情
」
）
と
い
う
範
疇
を
用
い
て
「
始
終

論
」
と
「
聖
人
論
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
考
察
し
、
思
想
家
各
々
の
特
色
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
勿
論
、
そ
の
比
較
検
討
を
通
し
て
魏
晉
玄
學
の
思
想
史
的

な
流
れ
を
汲
む
こ
と
が
で
き
た
。
と
く
に
「
始
終
論
」
を
通
し
て
み
る
魏
晉
玄
學
は
、
既
存
の
有
無
論
や
自
然
と
命
敎
な
ど
の
視
線
と
も
異
な
る
魏
晉
玄
學
の
特
色

を
示
す
と
い
え
る
。
そ
の
具
體
的
な
考
察
結
果
が
可
能
で
あ
っ
た
の
は
そ
れ
が
注
釋
比
較
と
い
う
方
法
に
よ
る
も
の
で
あ
る
た
め
で
あ
る
と
考
え
る
。
魏
晉
玄
學
時

代
の
注
釋
を
綿
密
に
檢
討
し
た
以
上
の
考
察
を
通
し
て
、
先
行
研
究
で
は
十
分
に
究
明
し
き
れ
て
い
な
い
「
始
」「
終
」
の
思
想
的
な
意
味
や
展
開
、
理
想
的
な
人
格

と
し
て
の
聖
人
に
向
か
う
凡
人
に
提
示
さ
れ
る
條
件
と
し
て
の
「
情
」「
德
」
と
く
に
「
心
」
に
つ
い
て
よ
り
理
解
で
き
た
點
な
ど
に
意
義
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
る
。 

 

始
終
論
と
い
う
觀
點
か
ら
魏
晉
玄
學
史
、
進
ん
で
は
中
國
思
想
史
を
再
考
す
る
と
い
う
點
で
、
道
敎
・
佛
敎
と
の
關
わ
り
の
な
か
で
の
魏
晉
玄
學
の
始
終
論
と
聖

人
論
の
考
察
を
續
け
て
い
く
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
今
後
の
課
題
と
し
て
記
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。 
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參
考
文
獻
一
覽 

 

【
學
術
論
文
】 

 

○
王
弼
關
連 

加
賀
榮
治
「
魏･

晉
に
於
け
る
古
典
解
釋
の
か
た
ち
―
王
弼
の
「
周
易
注
」
に
つ
い
て
―
」
『
人
文
論
究
』
八
、
一
九
五
三
。 

加
賀
榮
治
、
「
王
弼
よ
り
韓
康
伯
へ
（
續
）
―
王
弼
の
「
周
易
注
」
に
つ
い
て
」
『
人
文
論
究
』
九
、
一
九
五
三
。 

大
形
徹
「
王
弼
の
『
論
語
釋
疑
』
―
―
『
老
子
』
の
思
想
で
解
釋
し
た
『
論
語
』
―
―
」
『
人
文
學
論
集
』
一
九
八
六
。 

大
形
徹
「
儒
道
を
融
合
し
よ
う
と
し
た
思
想
家
－
王
弼
」
、
橋
本
高
勝
編
『
中
國
思
想
の
流
れ
（
上
）
』
、
晃
洋
書
房
、
一
九
九
六
。 

仲
畑
信
「
王
弼
『
論
語
釋
疑
』
に
つ
い
て
」
『
中
國
思
想
史
硏
究
』
第
十
九
號
、
一
九
九
六
。 

田
永
勝
『
王
弼
思
想
與
詮
釋
文
本
』
光
明
日
報
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
九
月
、
北
京
。 

金
是
天
「
‘
老
學
’ 

에
서
‘
易
學
’
으
로: 
王
弼
『
老
子
注
』
의
‘
以
易
釋
老
’
적 

성
격
을 

중
심
으
로
（
老
學
か
ら
易
學
へ
―
―
『
老
子
注
』
の
「
以
易
釋
老
」
的

な
性
格
を
中
心
に
）
」
『
道
敎
文
化
硏
究
』
十
九
、
韓
國
道
敎
文
化
學
會
、
二
〇
〇
三
。 

王
光
松
・
呉
潤
儀
「
論
王
弼
的
聖
人
論
」
、
『
廣
東
敎
育
學
院
學
報
』
二
十
三
、
二
〇
〇
三
年
一
期
。 

西
川
靖
二
「
王
弼
易
學
に
お
け
る
彖
傳
と
繋
辭
傳
の
意
義
：
『
周
易
略
例
』
中
の
「
彖
」
「
彖
辭
」
の
解
釋
を
中
心
と
し
て
」『
龍
谷
紀
要
』
二
十
八
、
二
〇
〇
六
。 

程
遼
「
“
聖
人
有
情
”
―
論
王
弼
政
治
論
理
的
行
爲
主
體
」、『
重
慶
師
範
大
學
學
報
』、
二
〇
〇
六
年
二
期
。
餘
樹
苹
「
王
弼
的
聖
人
觀
」、『
求
索
』、
湖
南
省
社
會
科

學
院
、
二
〇
一
〇
年
第
三
期
。 

王
光
照
・
仲
曉
瑜
「
性
・
情
及
聖
人
―
王
弼
性
情
理
論
探
析
」
、
『
南
昌
大
學
學
報
』
四
十
二
（
人
文
社
會
科
學
版
）
、
中
國
科
學
技
術
大
學
人
文
與
社
會
科
學
學
院
、

二
〇
一
一
年
五
期
。 

趙
ウ
ニ
ル
「
王
弼
の
聖
人
論
」
、
『
中
國
思
想
史
研
究
』
第
三
六
號
、
京
都
大
學
文
學
部
中
國
哲
學
史
研
究
會
、
二
〇
一
五
年
六
月
。 

趙
ウ
ニ
ル
「
王
弼
の
始
終
論
」
『
中
國
思
想
史
研
究
』
第
三
九
號
、
京
都
大
學
文
學
部
中
國
哲
學
史
研
究
會
、
二
〇
一
八
年
三
月
。 

 

○
郭
象
關
連 

大
形
徹
「
『
莊
子
』
に
み
え
る
「
化
」
と
「
眞
人
」
に
つ
い
て
」
『
人
文
學
論
集
』
、
一
九
九
四
。 
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李
鍾
晟
、
「
莊
子
哲
學
に
お
け
る
「
成
心
」
に
關
す
る
省
察
（
장
자 

철
학
에
서
의 

'

성
심'

에 

대
한 

성
찰
）」『
大
同
哲
學
』
第
二
三
輯
、
大
同
哲
學
會
、
二
〇
〇
三

。 

 

○
張
湛
關
連 

内
山
俊
彦
「
『
列
子
注
』
に
あ
ら
わ
れ
た
張
湛
の
思
想
―
東
晉
玄
學
の
一
考
察
―
」『
山
口
大
學
文
學
會
誌
』
第
一
九
卷
一
號
、
一
九
六
八
。 

中
島
隆
藏
「
張
湛
の
思
想
に
つ
い
て
」
『
日
本
中
國
學
會
報
』
二
四
、
一
九
七
二
。 

中
野
達
「
張
湛
に
お
け
る
有
無
と
氣
」
『
加
賀
博
士
退
官
記
念
中
國
文
史
哲
學
論
集
』
講
談
社
、
一
九
七
九
。 

松
村
巧
「
張
湛
の
『
列
子
注
』
の
思
想
（
そ
の
一 

思
想
の
構
造
と
特
質
）
」
『
和
歌
山
大
學
敎
育
學
部
紀
要
』
人
文
科
學
、
第
四
一
集
、
一
九
八
二
。 

中
野
達
「
張
湛
「
列
子
注
」
に
お
け
る
玄
學
諸
説
」
『
日
本
中
國
學
會
報
』
第
四
六
集
、
一
九
九
四
。 

田
永
勝
「
論
《
列
子
注
》
與
張
湛
思
想
」『
哲
學
研
究
』，
一
九
九
九
、
一
期
。 

元
正
根
「
張
湛
の
宇
宙
論
」『
魏
晉
玄
學
』（
鄭
世
根
編
）、
藝
文
書
院
（
ソ
ウ
ル
）
、
二
〇
〇
一
。 

坂
下
由
香
里
「
『
列
子
』
張
湛
注
に
お
け
る
「
理
」
に
つ
い
て
」『
中
國
思
想
に
お
け
る
身
體
・
自
然
・
信
仰
－
坂
出
祥
伸
先
生
退
休
記
念
論
集
』
東
方
書
店
、
二
〇
〇

四
。 

福
永
光
司
『
魏
晉
思
想
史
研
究
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
。 

王
光
照
・
卞
鲁
晓
「2

0

世
紀
《
列
子
》
及
張
湛
注
研
究
述
略
」
『
安
徽
大
學
學
報
』(

哲
學
社
會
科
學
版)

、
二
〇
〇
八
、
二
期
。 

富
田
繪
美
「
張
湛
『
列
子
注
』
に
お
け
る
神
仙
思
想
の
受
容
」
、
『
東
洋
の
思
想
と
宗
敎
』3

3

、
早
稻
田
大
學
東
洋
哲
學
會
、
二
〇
一
六
。 

 

【
單
行
本
・
譯
書
】 

 

○
總
論 

湯
用
彤
『
魏
晉
玄
學
論
稿
』、
生
活
・
讀
書
・
新
知
三
聯
書
店
、
二
〇
〇
九
年
。
（
初
出
『
魏
晉
玄
學
論
稿
』
、
人
民
出
版
社
、
一
九
五
七
年
。
） 

本
田
濟
『
易
學
』
サ
ー
ラ
叢
書
１
３
、
平
樂
寺
書
店
、
一
九
六
〇
。 

牟
宗
三
「
才
性
與
玄
理
」
、『
牟
宗
三
先
生
全
集
』
二
、
聯
合
報
系
文
化
基
金
會
、
二
〇
〇
三
。
（
初
出
「
才
性
與
玄
理
」
香
港
人
生
出
版
社
、
一
九
六
三
。
） 

加
賀
榮
治
、
『
中
國
古
典
解
釋
史
』
魏
晉
篇
、
勁
草
書
房
、
一
九
六
四
。 
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鈴
木
由
次
郞
『
漢
易
研
究
』（
增
補
改
訂
版
）
、
明
德
出
版
社
、
一
九
六
四
。 

狩
野
直
喜
『
魏
晉
學
術
考
』
筑
摩
書
房
、
一
九
六
八
。 

小
野
澤
精
一
他
編
『
氣
の
思
想
』
東
京
大
學
出
版
會
、
一
九
七
九
。 

本
田
濟
『
東
洋
思
想
研
究
』、
創
文
社
、
一
九
八
七
年
一
月
。 

王
葆
玹
『
正
始
玄
學
』
、
齊
魯
書
社
、
一
九
八
七
。 

堀
池
信
夫
『
漢
魏
思
想
史
硏
究
』
明
治
書
院
、
一
九
八
八
。 

『
中
國
宗
敎
思
想
』
１
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
。 

『
中
國
宗
敎
思
想
』
２
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
。 

張
立
文
主
編
、
『
心
』
（
中
國
哲
學
範
疇
精
粹
叢
書
）
中
國
人
民
大
學
出
版
社
、
一
九
九
三
。 

朱
伯
崑
『
易
學
哲
學
史
』
華
夏
出
版
社
、
一
九
九
五
。 

『
中
國
思
想
文
化
事
典
』
、
東
京
大
學
出
版
會
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