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は
じ
め
に

王
弼
、
字
は
輔
嗣
（
二
二
六
～
二
四
九
年
）
は
、『
易
』
や
『
老
子
』

に
註
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
人
物
で
、
若
干
二
十
四
歲
で
他
界
し
た
も

の
の
、
そ
の
著
作
は
後
世
か
ら
も
高
い
評
價
を
受
け
て
い
る
。
彼
は
正

始
年
閒
（
二
四
〇
～
二
四
九
年
）
の
論
檀
で
活
躍
し
、
同
時
代
の
何
晏
と

と
も
に
、
魏
晉
期
に
流
行
す
る
「
玄
學
」
思
潮
の
旗
手
と
さ
れ
て
き

た
。「

玄
學
」
と
い
え
ば
、『
易
』・『
老
』・『
莊
』
の
い
わ
ゆ
る
「
三
玄
」

に
基
づ
き
、
形
而
上
的
主
題
に
關
す
る
議
論
を
行
っ
た
學
問
思
潮
で
あ

る
が
、
こ
う
し
た
思
想
的
特
徵
に
よ
り
、
先
行
硏
究
で
は
そ
れ
が
「
客

觀
的
眞
實
の
追
求
」
を
目
的
と
し
た
學
問
思
潮
と
み
な
さ
れ
て
き
た
こ

と
に
は
註
意
す
る
必
要
が
あ
る
。①

こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
思
想
も
「
客
觀
的
眞
實
の
追
求
」
を
目
的
と
す
る
こ
と
が
前
提
と

な
り
、
や
や
逆
算
的
に
そ
の
思
想
の
考
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
の
で
あ

る
。
た
と
え
ば
、
本
稿
で
檢
討
す
る
王
弼
は
、
存
在
に
つ
い
て
の
徹
底

的
な
思
索
を
行
っ
た
思
想
家
と
い
う
見
立
て
の
も
と
、「
無
」
を
傳
統

的
「
衟
」
の
上
位
に
位
置
づ
く
槪
念
と
し
て
設
定
し
た
と
考
え
ら
れ
て

き
た
。②

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
理
解
は
王
弼
思
想
の
哲
學
的
再
解

釋
と
も
言
え
る
も
の
で
、
實
際
に
は
、
先
行
硏
究
の
指
摘
す
る
「「
無
」

が
「
衟
」
に
上
位
す
る
」
理
解
の
論
據
は
い
ず
れ
も
有
效
で
な
い
。
む

し
ろ
王
弼
の
著
述
に
沿
っ
て
見
れ
ば
、「
無
」
と
は
「
衟
」
の
樣
態
を

指
す
限
り
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。③

も
ち
ろ
ん
、「
玄
學
」
に
「
客
觀
的
眞
實
の
追
求
」
と
い
う
方
向
性
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が
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
譯
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
中
國
思
想
が
基
本
的

に
は
當
該
時
代
の
問
題
意
識
を
反
映
し
て
思
想
を
形
成
す
る
こ
と
を
考

え
れ
ば
、④

そ
の
よ
う
な
思
想
の
目
的
意
識
に
對
す
る
理
解
は
愼
重
に
行

う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
思
想
そ
れ
自
體
の
內
在
的
な
論
理
を

追
っ
た
の
ち
に
、
よ
う
や
く
彼
ら
の
思
想
の
背
景
に
あ
る
問
題
意
識
を

考
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
と
く
に
、
王
弼
に
お
い
て

は
、
强
引
な
解
釋
に
よ
っ
て
『
老
子
』
本
文
の
文
意
を
變
更
す
る
例
が

し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。⑤

本
稿
で
は
、
そ
う
し
た
王
弼
自
身
の
偏
向
に
も

着
目
し
な
が
ら
、
彼
自
身
の
論
理
を
追
い
、
王
弼
思
想
の
背
景
に
あ
る

問
題
意
識
、
ひ
い
て
は
「
玄
學
」
全
般
に
通
底
す
る
問
題
意
識
を
探
る

手
が
か
り
と
し
た
い
。

で
は
、
實
際
に
本
稿
で
ど
の
よ
う
に
王
弼
の
思
想
を
檢
討
し
て
い
く

か
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
王
弼
の
思
想
を
解
明
す
る
た
め
に
筆
者
が
最

も
註
目
す
る
の
が
、
王
弼
の
「
衟
」
槪
念
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
王
弼

に
よ
る
『
老
子
』
の
總
說
で
あ
る
『
老
子
指
略
』
の
冐
頭
は
、「
夫
れ

物
の
生
ず
る
所
以
、
功
の
成
る
所
以
は
、
必
ず
無
形
に
生
じ
、
無
名
に

由
る
。
無
形
・
無
名
な
る
者
は
、
萬
物
の
宗
な
り⑥

」
と
始
ま
る
が
、
こ

の
こ
と
か
ら
も
端
的
に
窺
え
る
よ
う
に
、「
無
形
・
無
名
」
な
る
「
衟⑦

」

は
、
王
弼
思
想
の
理
論
全
體
を
支
え
る
最
も
重
要
な
槪
念
と
言
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
從
來
の
硏
究
で
は
、
そ
の
重
要
性
に
比
し
て

「
衟
」
そ
れ
自
體
の
檢
討
が
十
分
に
進
め
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
の

理
由
は
、
板
野
長
八
が
、「
王
弼
に
於
て
も
老
子
に
於
け
る
と
同
樣
衟

は
萬
物
の
由
つ
て
生
づ
る
所
の
本
體
で
あ
り
、
又
萬
物
を
然
か
あ
ら
し

め
る
原
理
で
あ
る⑧

」
と
述
べ
て
以
降
、
王
弼
の
「
衟
」
が
『
老
子
』
本

文
の
「
衟
」
と
同
樣
の
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
以
上
の
考
究
が
な
さ

れ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
し
か
し
、
後
に
確
認
す
る
よ
う
に
、
王
弼

の
「
衟
」
槪
念
は
『
老
子
』
の
註
釋
・
解
說
と
い
う
形
式
で
表
れ
て
は

い
る
も
の
の⑨

、實
際
に
は
『
老
子
』
の
「
衟
」
槪
念
と
表
現
上
の
差
異

が
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
王
弼
の
「
衟
」
は
、『
老
子
』
の
「
衟
」

と
何
ら
か
の
異
な
っ
た
點
が
あ
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
り
、
そ
の

表
現
上
の
差
異
に
こ
そ
王
弼
思
想
の
特
徵
が
表
れ
て
い
る
こ
と
が
豫
想

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
は
王
弼
の
「
衟
」
槪
念
を
詳
し
く
檢
討
し
て
い
く
こ

と
に
す
る
が
、
表
現
上
の
差
異
の
ほ
か
に
、
さ
ら
に
「
衟
」
が
何
ら
か

の
仕
方
で
萬
物
に
關
與
し
て
い
る
と
い
う
點
に
も
着
目
し
た
い
。「
無

形
・
無
名
な
る
者
は
、
萬
物
の
宗
な
り
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、「
衟
」

が
何
ら
か
の
仕
方
で
萬
物
を
支
え
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
王
弼
の
想
定

す
る
萬
物
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
王
弼
の
「
衟
」
槪
念

を
考
究
す
る
糸
口
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

王
弼
の
想
定
す
る
「
物
」
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
王
葆
玹⑩

や
趙
ウ
ニ
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ル⑪

が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
視
點
か
ら
言
乁
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も

「
物
」
そ
れ
自
體
の
考
究
が
十
分
に
な
さ
れ
な
い
ま
ま
、「
衟
」
と
の
對

應
關
係
へ
と
議
論
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
王
弼
の

萬
物
に
關
す
る
理
解
を
檢
討
し
た
う
え
で
、
い
か
に
「
衟
」
が
萬
物
に

關
與
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
か
を
檢
討
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
王

弼
の
「
物
」
理
解
と
「
衟
」
理
解
を
明
ら
か
に
す
る
だ
け
で
は
な
く
、

王
弼
が
い
か
な
る
理
論
に
よ
っ
て
自
身
の
「
衟
」
理
解
を
根
據
づ
け
て

い
た
の
か
に
つ
い
て
も
言
乁
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

一
、
王
弼
に
お
け
る
萬
物
生
成
の
理
解

王
弼
の
想
定
す
る
「
物
」
は
、
生
成
變
化
す
る
こ
と
に
大
き
な
特
徵

が
あ
る
。
た
と
え
ば
、『
老
子
』
第
五
十
一
章
の
王
弼
註
に
は
次
の
よ

う
に
あ
る
。

衟
は
之
を
生
じ
、
德
は
之
を
畜や

し
なひ

、
物
は
之
に
形あ

ら
はれ

、
勢
は
之
に

成
る
。

［
王
註
］
物
は
、
生
じ
て
而
る
後
に
畜
ひ
、
畜
ひ
て
而
る
後
に
形

れ
、
形
れ
て
而
る
後
に
成
る
。
何
に
由
り
て
生
ず
。
衟
な
り
。
何

を
得
て
畜
ふ
。
德
な
り
。
何
に
因
り
て
形
る
。
物
な
り
。
何
を
使

ひ
て
成
る
。
勢
な
り
。
唯
だ
因
る
の
み
、
故
に
能
く
物
と
し
て
形

れ
ざ
る
は
無
し
。
唯
だ
勢
な
る
の
み
、
故
に
能
く
物
と
し
て
成
ら

ざ
る
は
無
し
。
凡
そ
物
の
生
ず
る
所
以
、
功
の
成
る
所
以
は
、
皆 

由
る
所
有
り
。
由
る
所
有
れ
ば
、
則
ち
衟
に
由
ら
ざ
る
は
莫
き
な

り
。
故
に
推
し
て
之
を
極
む
れ
ば
、
亦
た
衟
に
至
る
な
り
。
其
の

因
る
所
に
隨
ふ
、
故
に
各

稱
有
り
。⑫

（『
老
子
』
第
五
十
一
章
）

王
弼
は
こ
こ
で
、「
物
は
、
發
生
し
た
次
の
段
階
に
お
い
て
長
育
し
、

長
育
し
た
次
の
段
階
に
お
い
て
形
成
し
、
形
成
し
た
次
の
段
階
に
お
い

て
完
成
す
る
」
と
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
王
弼
に
お
い
て
「
物
」
は
發

生
（「
生
」）
か
ら
完
成
（「
成
」）
ま
で
の
過
程
を
辿
り
、
生
成
變
化
し
て

い
く
の
で
あ
る
。⑬

そ
し
て
、
以
下
で
は
こ
の
王
弼
に
お
け
る
生
成
變
化
の
理
解
を
指
標

と
し
つ
つ
、
具
體
的
に
王
弼
が
想
定
す
る
「
物
」
に
ど
の
よ
う
な
段
階

が
設
け
ら
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
が
、
そ
の
た
め
に
も
、

ま
ず
こ
こ
で
言
わ
れ
る
發
生
（「
生
」）
と
い
う
過
程
が
い
か
な
る
も
の

で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
言
乁
し
た
い
。

ま
ず
王
弼
に
お
い
て
、
こ
の
「
生
」
字
が
註
意
深
く
扱
わ
れ
て
い
た

こ
と
は
、
す
で
に
堀
池
信
夫
が
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

王
弼
は
〝
生
ま
れ
る
〟
と
い
う
、
具
體
的
に
存
在
者
が
生
成
さ
れ
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る
こ
と
を
示
す
表
現
を
註
意
深
く
囘
避
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
「
無
」
か
ら
現
實
に
直
接
的
・
能
動
的
に
關
與
す
る
可
能

性
を
取
り
去
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
存
在
者
は
「
無
」
に
よ
っ
て

生
み
出
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
存
在
者
自
體
は
、「
無
」
に
は

直
接
關
與
さ
れ
ず
に
そ
の
存
在
を
開
始
す
る
。「
無
」
な
る
も
の

が
あ
っ
て
、
そ
の
轉
化
・
そ
こ
か
ら
の
派
生
と
し
て
有
が
あ
る
の

で
も
な
い
。
そ
れ
が
「
始
」
と
い
う
表
現
の
含
意
す
る
と
こ
ろ
で

あ
ろ
う
。「
無
」
は
存
在
者
を
生
み
出
し
は
し
な
い
が
、
し
か
し

そ
れ
に
卽
し
て
支
え
あ
ら
し
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
。（
堀
池
信
夫

「
王
弼
の
思
想
Ⅱ
」、『
漢
魏
思
想
史
硏
究
』、
明
治
書
院
、
一
九
八
八
年
）

王
弼
は
直
接
的
な
、「
衟
」
が
萬
物
を
「
生
」
む
、
と
い
う
表
現

は
用
い
な
い
で
、「
衟
は
無
形
無
名
を
も
っ
て
萬
物
を
始
成
す
」

（
一
章
註
）「
衟
は
無
形
無
爲
を
も
っ
て
萬
物
を
成
濟
す
」（
二
十
三

章
註
）
な
ど
と
表
現
す
る
。（
同
上
）

堀
池
が
述
べ
る
よ
う
に
、
王
弼
が
「
衟
」
あ
る
い
は
「
無
」
に
關
し
て

「
生
」
字
を
用
い
る
際
に
は
、「
衟
」
が
萬
物
を
生
み
出
す
と
い
う
表
現

は
さ
れ
ず
、『
老
子
』
本
文
に
そ
う
し
た
表
現
が
あ
っ
て
も
そ
れ
が
囘

避
さ
れ
る
。⑭

こ
れ
は
す
な
わ
ち
、
王
弼
が
「
衟
」
が
現
實
的
に
萬
物
を

生
み
出
す
と
は
見
な
し
て
お
ら
ず
、「
物
」
の
發
生
（「
生
」）
と
い
う
過

程
を
、「
衟
」
と
直
接
的
現
實
的
に
は
關
與
し
な
い
も
の
と
し
て
把
握

し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。

で
は
、
萬
物
の
發
生
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
か
。
王
弼

は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

故
に
常
に
無
欲
な
れ
ば
、
以
て
其
の
妙
を
觀
、

［
王
註
］
妙
と
は
、
微
の
極
な
り
。
萬
物
は
微
に
始
ま
り
て
而
る

後
に
成
り
、
無
に
始
ま
り
て
而
る
後
に
生
ず
。
故
に
常
に
無
欲
空

虛
な
れ
ば
、
以
て
其
の
始
物
の
妙
を
觀
る
可
し
。⑮

（『
老
子
』
第
一

章
）

こ
こ
で
、
萬
物
が
「「
無
」
か
ら
始
ま
っ
て
そ
の
後
に
發
生
す
る
」
と

述
べ
ら
れ
る
の
は
、
萬
物
が
「
無
に
始
ま
る
（
始
於
無
）」
と
い
う
過
程

を
經
て
、
そ
の
後
の
段
階
に
お
い
て
「
生
ず
る
（
生
）」
と
い
う
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
無
に
始
ま
る
（
始
於
無
）」
と
は
、

『
老
子
』
第
一
章
註
に
「
凡
そ
有
は
皆 

無
に
始
ま
る
（
凡
有
皆
始
於
無
）」

と
あ
る
よ
う
に
、「
有
」
そ
れ
自
體
（
存
在
す
る
こ
と
・
存
在
と
い
う
も

の
）
が
開
始
す
る
こ
と
で
あ
り
、「
無
」
と
い
う
論
理
的
前
提
に
よ
っ

て
世
界
そ
れ
自
體
が
ひ
ら
か
れ
る
こ
と
で
あ
る
。⑯
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つ
ま
り
、
そ
の
後
の
展
開
と
み
な
さ
れ
る
發
生
（「
生
」）
と
い
う
過

程
は
、「
無
」
に
よ
っ
て
「
有
」
が
開
始
し
た
さ
ら
に
そ
の
後
に
起
こ

る
過
程
と
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
王
弼
に
お

け
る
發
生
（「
生
」）
と
い
う
過
程
が
、「
衟
」
が
萬
物
を
生
み
出
す
こ
と

を
指
す
の
で
は
な
く
、「
有
」
の
內
部
に
お
い
て
萬
物
が
發
生
す
る
こ

と
を
指
す
こ
と
を
確
認
で
き
る
。

二
、「
物
」
が
形
成
さ
れ
る
以
前
の
段
階

す
る
と
、
王
弼
が
そ
の
よ
う
に
萬
物
の
發
生
（「
生
」）
の
過
程
を

「
有
」
の
內
部
に
お
い
て
把
握
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
後
の
生

成
過
程
で
あ
る
長
育
（「
畜
」）・
形
成
（「
形
」）・
完
成
（「
成
」）
と
い
う

過
程
も
含
め
た
生
成
過
程
の
全
體
が
、
す
べ
て
「
有
」
の
內
部
で
起
こ

る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
理
解
さ
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら

ば
、
さ
ら
に
註
目
し
た
い
の
は
、
形
成
（「
形
」）
と
い
う
過
程
が
そ
の

生
成
の
途
中
に
位
置
づ
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
形
成
（「
形
」）
と
い

う
過
程
が
萬
物
の
生
成
過
程
の
途
中
に
位
置
づ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と

は
、
王
弼
が
具
體
的
個
別
的
事
物
と
し
て
形
成
さ
れ
る
以
前
の
先
在
的

段
階
を
、「
有
」
の
世
界
の
う
ち
に
認
め
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
の

で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
豫
想
は
、
次
の
『
老
子
』
本
文
中
に
見
え
る
「
樸
」（
加

工
さ
れ
る
以
前
の
伐
り
出
し
た
ば
か
り
の
荒
木
）
に
對
す
る
王
弼
の
註
釋
に

よ
っ
て
も
裏
付
け
ら
れ
る
。

樸
は
散
ず
れ
ば
則
ち
器
と
爲
り
、
圣
人
は
之
を
用
ふ
れ
ば
則
ち
官

長
と
爲
る
。

［
王
註
］
樸
は
、
眞
な
り
。
眞 

散
ず
れ
ば
則
ち
百
行 

出
で
、
殊

類 

生
じ
、
器
の
若
き
な
り
。
圣
人
は
其
の
分
散
に
因
る
。
故
に

之
が
爲
に
官
長
に
立
つ
。
官
長
は
善
を
以
て
師
と
爲
し
、
不
善
を

資
と
爲
し
、
風
を
移
し
俗
を
易
ふ
る
も
、
復
た
一
に
歸
せ
し
む
る

な
り
。⑰

（『
老
子
』
第
二
十
八
章
）

こ
こ
で
王
弼
は
、「「
樸
」
が
切
り
分
け
ら
れ
る
と
「
器
」
と
な
る
」

と
い
う
『
老
子
』
本
文
に
對
し
、「「
樸
」
は
「
眞
」
で
あ
る
。
そ
の

「
眞
」
が
切
り
分
け
ら
れ
る
と
、
樣
々
な
展
開
・
異
な
っ
た
品
類
が
出

現
し
て
、「
器
」
の
よ
う
に
な
る
」
と
註
す
る
。
つ
ま
り
、「
樸
」
か
ら

「
器
」
へ
の
變
化
は
、
現
實
世
界
の
「
眞
」（
本
來
的
な
狀
態
）
か
ら
具

體
的
個
別
的
事
物
へ
の
變
化
の
こ
と
と
し
て
把
握
さ
れ
て
お
り
、「
樸
」

に
つ
い
て
は
、
器
物
と
な
る
以
前
の
先
在
的
な
段
階
と
み
な
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
言
は
、『
老
子
』
本
文
を
そ
の
ま
ま
引
き
受
け
て
述



王
弼
に
お
け
る
「
物
」
と
「
衟
」（
伊
籘
）

（ 87 ）

べ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
重
要
な
の
は
こ
の
「
器
」
と
な
る
以
前
の

「
樸
」
に
つ
い
て
、
王
弼
が
ま
た
次
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
で
あ
る
。

衟
の
常
は
無
名
な
り
。
樸
は
小
な
り
と
雖
も
、
天
下 

能
く
臣
と

す
る
莫
き
な
り
。
侯
王
は
若
し
能
く
之
を
守
れ
ば
、
萬
物
は
將
に

自
づ
か
ら
賓し

た
がは

ん
と
す
。

［
王
註
］
衟
は
、
無
形
不
繫
に
し
て
、
常
に
名
づ
く
可
か
ら
ず
。

無
名
を
以
て
常
と
爲
す
。
故
に
衟
の
常
は
無
名
と
曰
ふ
な
り
。
樸

の
物
爲
る
、
無
を
以
て
心
と
爲
す
な
り
、
亦
た
無
名
な
り
。
故
に

將
に
衟
を
得
ん
と
す
れ
ば
、
樸
を
守
る
に
若
く
は
莫
し
。
夫
れ
智

者
は
、
能
を
以
て
臣
と
す
可
き
な
り
。
勈
者
は
、
武
を
以
て
使
と

す
可
き
な
り
。
巧
者
は
、
事
を
以
て
役
と
す
可
き
な
り
。
力
者

は
、
重
を
以
て
任
と
す
可
き
な
り
。
樸
の
物
爲
る
、
隤
然
と
し
て

偏
な
ら
ず
、
無
有
に
近
し
。
故
に
能
く
臣
と
す
る
莫
し
と
曰
ふ
な

り
。
樸
を
抱
き
爲
す
こ
と
無
け
れ
ば
、
物
を
以
て
其
の
眞
を
累
は

さ
ず
、
欲
を
以
て
其
の
神
を
害
せ
ず
。
さ
す
れ
ば
則
ち
物
は
自
づ

か
ら
賓
ひ
て
衟
は
自
づ
か
ら
得
ら
る
る
な
り
。⑱

（『
老
子
』
第
三
十

二
章
）

こ
こ
で
王
弼
は
、「「
樸
」
と
い
う
も
の
は
、
柔
弱
で
あ
っ
て
一
方
に
傾

く
こ
と
が
な
く
、「
無
有
」
に
近
い
」（
一
重
傍
線
部
）
と
述
べ
る
。
す

な
わ
ち
、
萬
物
の
先
在
的
狀
態
で
あ
っ
た
「
樸
」
を
、
非
存
在
（「
無

有
」）
そ
れ
自
體
と
一
致
さ
せ
る
こ
と
を
囘
避
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
王
弼
が
あ
く
ま
で
「
樸
」
を
存
在
す
る
も
の
と
み
な
し

て
い
た
こ
と
か
ら
は
、
王
弼
が
「
衟
」
と
具
體
的
個
別
的
事
物
と
の
閒

に
、
形
づ
く
ら
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
單
な
る
非
存
在
で
は
な
い
、
も

う
一
つ
の
異
な
っ
た
存
在
の
し
か
た
を
設
定
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
で

き
よ
う
。

加
え
て
、「
樸
」
は
、「
無
を
以
て
心
と
爲
す
」、
あ
る
い
は
「
衟
」

と
同
樣
に
「
無
名
」
で
あ
る
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
二
重
傍
線
部
）。

こ
の
よ
う
に
、「
樸
」
と
「
衟
」
と
の
論
理
的
對
應
が
考
え
ら
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
は
、「
樸
」
が
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
う

ち
で
「
衟
」
と
の

近
性
を
も
つ
、
特
別
な
地
位
に
あ
る
も
の
だ
っ
た

こ
と
も
確
認
で
き
る
。

で
は
、
王
弼
の
設
定
し
た
こ
の
も
う
一
つ
の
存
在
の
し
か
た
は
、
王

弼
の
形
而
上
學
的
構
想
の
う
ち
で
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
る
の
だ
ろ

う
か
。
改
め
て
次
か
ら
は
、
王
弼
に
お
け
る
抽
𧰼
的
世
界
像
の
全
體
を

確
認
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
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三
、「
無
形
」・「
未
形
」・「
有
形
」
の
段
階
と

　
　
　

「
生
」・「
成
」
の
過
程

王
弼
が
、
存
在
す
る
が
形
づ
く
ら
れ
て
い
な
い
存
在
の
し
か
た
を
設

定
し
た
こ
と
で
、
王
弼
の
形
而
上
學
的
構
想
に
は
、
大
き
く
三
つ
の
槪

念
が
登
場
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、『
老
子
』
第
一
章
の

註
に
具
體
的
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

無
名
に
は
、
天
地
の
始
め
、
有
名
に
は
、
萬
物
の
母
。

［
王
註
］
凡
そ
有
は
皆 

無
に
始
ま
る
。
故
に
未
形
・
無
名
の
時

な
れ
ば
、
則
ち
萬
物
の
始
め
と
爲
る
な
り
。
其
の
有
形
・
有
名
の

時
に
乁
べ
ば
、
則
ち
之
を
長
じ
、
之
を
育
し
、
之
を
亭
め
、
之
を

毒
し
て
、
其
の
母
と
爲
る
な
り
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
衟
は
無
形
・
無

名
を
以
て
萬
物
を
始
成
す
。
萬
物
は
以
て
始
ま
り
以
て
成
る
も
、

其
の
然
る
所
以
を
知
ら
ず
。
玄
の
又
た
玄
な
れ
ば
な
り
。⑲

（『
老

子
』
第
一
章
）

こ
の
よ
う
に
、『
老
子
』
第
一
章
註
に
は
、「
衟
」
に
相
當
す
る
「
無

形
・
無
名
」
と
、
萬
物
の
二
つ
の
段
階
で
あ
る
「
未
形
・
無
名
」、「
有

形
・
有
名
」
の
三
つ
の
槪
念
が
見
え
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
未
形
・
無

名
」
を
「
衟
」
の
樣
態
を
指
す
「
無
形
・
無
名
」
と
同
義
と
捉
え
る
見

方
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
の
文
意
、⑳

さ
ら
に
は
王
弼
の
行
論
に
頻

出
す
る
「
無
形
」
と
い
う
語
と
は
異
な
っ
た
「
未
形
」
と
い
う
語
が
用

い
ら
れ
る
こ
と
そ
れ
自
體
に
よ
っ
て
も
、「
無
形
」
と
「
未
形
」
と
は

指
す
對
𧰼
が
異
な
っ
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
三
つ
の
槪
念
を
改
め
て
整
理
す
れ
ば
、「
無
形
・

無
名
」
が
そ
の
ま
ま
「
衟
」
に
相
當
し
、
そ
れ
が
「
無
有㉑

」
で
あ
る

の
に
對
し
て
、「
未
形
・
無
名
」、「
有
形
・
有
名
」
は
「
有
」
の
領
域

に
屬
す
る
。
一
方
で
、
た
と
え
「
未
形
・
無
名
」
が
「
有
」
の
領
域

に
あ
っ
た
と
し
て
も
、「
無
形
・
無
名
」、「
未
形
・
無
名
」
は
、
と
も

に
「
形
」・「
名
」
を
も
た
ず
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
そ
れ
ら
は
近
似
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
王
弼
の
設
定
し
た
も
う
一
つ
の
存
在
の
し
か
た

は
、「
無
形
・
無
名
」
と
「
有
形
・
有
名
」
と
の
閒
に
位
置
づ
く
の
で

あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
序
列
的
に
捉
え
ら
れ
る
三
つ
の
段
階
は
、
ま

た
、「
物
」
の
生
成
過
程
と
と
も
に
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

故
に
常
に
無
欲
な
れ
ば
、
以
て
其
の
妙
を
觀
、

［
王
註
］
妙
と
は
、
微
の
極
な
り
。
萬
物
は
微
に
始
ま
り
て
而
る

後
に
成
り
、
無
に
始
ま
り
て
而
る
後
に
生
ず
。
故
に
常
に
無
欲
空
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虛
な
れ
ば
、
以
て
其
の
始
物
の
妙
を
觀
る
可
し
。㉒

（『
老
子
』
第
一

章
）

こ
こ
で
い
わ
れ
る
「
微
」
は
、「
物
」
の
始
め
の
狀
態
を
指
す
形
容
で
、㉓

『
老
子
』
第
六
十
四
章
註
に
も
、「
無
を
失
ひ
て
有
に
入
る
と
雖
も
、
其

の
微
脆
の
故
を
以
て
、
未
だ
以
て
大
功
を
興
す
に
足
ら
ず㉔

」
と
あ
る
よ

う
に
、「
無
」
を
失
っ
て
「
有
」
に
入
っ
た
ば
か
り
の
狀
態
、
す
な
わ

ち
「
物
」
の
「
未
形
」
の
段
階
に
相
當
す
る
。

そ
し
て
、「
無
に
始
ま
る
（
始
於
無
）」
と
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
、

「
有
」
そ
れ
自
體
が
開
始
す
る
こ
と
で
あ
り
、「
微
に
始
ま
る
（
始
於

微
）」
と
は
、
第
五
十
一
章
註
の
「
形
れ
て
而
る
後
に
成
る
（
形
而
後

成
）」
と
い
う
表
現
と
倂
せ
て
考
え
れ
ば
、
具
體
的
事
物
と
し
て
の
形

姿
を
も
つ
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
王
弼
に
お
い
て
「
物
」

は
、「
無
（
無
形
・
無
名
）」
か
ら
始
ま
っ
て
そ
の
後
に
發
生
し
（「
生
」）、

「
微
（
未
形
・
無
名
）」
か
ら
始
ま
っ
て
そ
の
後
に
完
成
す
る
（「
成
」）
も

の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
よ
り
分
か
り
や
す
く
言
え
ば
、「
無

形
」
で
あ
る
「
衟
」
か
ら
「
未
形
」
に
展
開
し
た
萬
物
は
、
さ
ら
に

「
有
」
の
世
界
に
お
い
て
、「
未
形
」
か
ら
「
有
形
」
に
展
開
す
る
と
い

う
構
造
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
王
弼
は
こ
う
し
た
王
弼
自
身
の
理
解
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
や
や
强
引
に
『
老
子
』
第
四
十
章
の
王
弼
註
に
そ
の
理
解
を
落
と

し
込
む
。

天
下
萬
物
は
有
に
生
じ
、
有
は
無
に
生
ず
。

［
王
註
］
天
下
の
物
は
、
皆 

有
を
以
て
生
と
爲
す
。
有
の
始
ま

る
所
は
、
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
。㉕

（『
老
子
』
第
四
十
章
）

こ
の
章
は
、『
老
子
』
本
文
に
お
い
て
、
そ
も
そ
も
萬
物
は
「
有
」
か

ら
生
み
出
さ
れ
、「
有
」
は
「
無
」
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
、
と
い
う
萬

物
生
成
論
を
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
註
釋
を
見
る
と
、
そ
う

し
た
萬
物
生
成
の
展
開
は
退
け
ら
れ
、㉖

「
天
下
の
事
物
は
、
す
べ
て

「
有
」
で
あ
る
こ
と
を
生
と
し
て
お
り
、「
有
」
が
開
始
さ
れ
る
と
こ
ろ

は
、「
無
」
を
根
本
と
し
て
い
る
」
と
し
て
、
ま
ず
萬
物
が
「
有
」
の

領
域
に
お
い
て
活
動
す
る
こ
と
を
述
べ
、
そ
の
「
有
」
の
領
域
に
、

「
有
の
始
ま
る
所
（
有
之
所
始
）」
を
設
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の

「
有
の
始
ま
る
所
」
に
つ
い
て
、「
無
」
を
「
本
」
と
す
る
と
述
べ
ら
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
見
れ
ば
、「
樸
」
が
「
無
」
を
「
心
」
と
す
る
と
言

わ
れ
た
の
と
同
樣
で
、
そ
れ
が
「
未
形
・
無
名
」
の
段
階
に
あ
っ
た

こ
と
も
確
認
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
章
は
そ
も
そ
も
「
無
」
か
ら
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「
有
」
へ
、「
有
」
か
ら
「
萬
物
」
へ
、
と
い
う
生
成
の
過
程
を
述
べ
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
う
し
た
展
開
の
順
序
、
さ
ら
に
は
そ
れ
ら

が
「
生
」
む
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
王
弼
の
理
解
に
そ
ぐ
わ
な
か
っ
た

た
め
、
王
弼
自
身
の
理
解
に
基
づ
い
た
、「
無
形
・
無
名
」
か
ら
「
未

形
・
無
名
」
へ
、「
未
形
・
無
名
」
か
ら
「
有
形
・
有
名
」
へ
、
と
い

う
構
造
に
合
っ
た
註
釋
が
施
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
こ
こ
ま
で
は
王
弼
の
「
物
」
理
解
を
中
心
に
檢
討
し
て
き
た

が
、
次
か
ら
は
こ
れ
ま
で
の
檢
討
も
踏
ま
え
つ
つ
、
當
初
の
疑
問
に
立

ち
返
り
、
王
弼
の
「
衟
」
槪
念
に
つ
い
て
檢
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
た

い
。

四
、「
衟
」
槪
念
の
更
新

王
弼
の
「
衟
」
槪
念
に
つ
い
て
、
ま
ず
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
は
、
そ
れ
が
『
老
子
』
本
文
の
「
衟
」
槪
念
を
そ
の
ま
ま
繼

承
し
て
い
る
譯
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

す
で
に
、
王
弼
が
「
衟
」（
あ
る
い
は
「
無
」）
に
關
し
て
「
生
」
字
を

用
い
る
際
に
は
、「
衟
」
が
萬
物
を
生
み
出
す
と
い
う
表
現
を
せ
ず
、

『
老
子
』
本
文
に
そ
う
し
た
表
現
が
あ
っ
て
も
そ
れ
を
囘
避
す
る
こ
と

を
確
認
し
た
が
、
こ
れ
に
加
え
て
、
王
弼
の
「
衟
」
の
說
明
に
は
、『
老

子
』
本
文
に
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
「
由
」
と
い
う
表
現
が
最
も
よ

く
用
い
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
本
文
と
註
釋
で
の
表
現
上
の
差
異
は
、

王
弼
が
お
そ
ら
く
は
恣
意
的
に
、『
老
子
』
本
文
と
は
や
や
異
な
っ
た

「
衟
」
の
說
明
を
試
み
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
表
現
上
の
差
異
か
ら
、
王
弼
が
い
か
な
る

「
衟
」
槪
念
を
想
定
し
た
の
か
を
考
え
て
み
る
と
、
ま
ず
「
生
」
字
が

囘
避
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
成
の
始
原
と
し
て
の
「
衟
」
の

性
格
が
脫
色
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。㉗

す
な
わ
ち
、『
老
子
』

本
文
の
「
衟
」
槪
念
に
は
、
萬
物
を
生
み
出
す
起
源
と
し
て
の
性
格
と

（
た
と
え
ば
『
老
子
』
第
四
十
二
章
「
衟
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
を
根
底
で
支
え
る
根
源
と
し

て
の
性
格
と
が
（
た
と
え
ば
『
老
子
』
第
四
章
「
衟
は
沖
に
し
て
之
を
用
ひ

る
も
或
に
盈
れ
ず
、
淵
と
し
て
萬
物
の
宗
に
似
た
り
」）、
い
ず
れ
も
「
衟
」

の
性
格
に
含
ま
れ
て
い
た
が
、
王
弼
が
そ
の
う
ち
の
起
源
と
し
て
の
性

格
を
脫
色
し
た
こ
と
で
、
王
弼
の
「
衟
」
槪
念
に
は
根
源
と
し
て
の
性

格
の
み
が
殘
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
王
弼
が
「
衟
」
に
つ
い
て
「
由
」
と
い
う
表
現
を
取
り
入

れ
た
こ
と
を
見
る
と
、
こ
の
根
源
と
し
て
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
相
當

に
强
調
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
王
弼
は

「
衟
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
說
明
を
行
う
。
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是
を
以
て
萬
物
は
衟
を
尊
び
て
德
を
貴
ば
ざ
る
は
莫
し
。

［
王
註
］
衟
と
は
、
物
の
由
る
所
な
り
。
德
と
は
、
物
の
得
る
所

な
り
。
之
に
由
り
て
乃
ち
得
た
り
。
故
に
尊
ば
ざ
る
を
得
ず
。
之

を
失
へ
ば
則
ち
害そ

こ
な

ふ
。
故
に
貴
ば
ざ
る
を
得
ざ
る
な
り
。㉘

（『
老

子
』
第
五
十
一
章
）

之
を
字
し
て
衟
と
曰
ふ
。

［
王
註
］
夫
れ
名
は
以
て
形
を
定
め
、
字
は
以
て
言
ふ
可
き
を
稱

す
。
衟
は
物
と
し
て
由
ら
ざ
る
無
き
に
取
る
な
り
。
是
れ
混
成
の

中
、
言
ふ
可
き
の
稱
の
最
大
な
る
な
り
。㉙

（『
老
子
』
第
二
十
五
章
）

こ
の
よ
う
に
、「
衟
」
に
つ
い
て
「
由
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
る

の
は
、
基
本
的
に
「
物
」
が
「
衟
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述

べ
る
文
脉
で
あ
る
。「
衟
」
と
「
由
」
と
は
、
王
弼
以
前
に
も
訓
詁
的

解
釋
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
が
、㉚

王
弼
は
そ
れ
を
踏
ま
え
、「
衟
」

の
「
物
の
由
る
所
」
と
し
て
の
性
質
を
强
調
し
た
の
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
の
「
物
」
の
「
衟
」
へ
の
「
由
」
り
方
に
つ
い
て
は
、
少

し
く
註
意
が
必
要
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、『
老
子
指
略
』
に
は
次
の
よ

う
に
あ
る
。

夫
れ
物
の
生
ず
る
所
以
、
功
の
成
る
所
以
は
、
必
ず
無
形
に
生

じ
、
無
名
に
由
る
。
無
形
・
無
名
な
る
者
は
、
萬
物
の
宗
な
り
。㉛

（『
老
子
指
略
』）

こ
こ
で
は
、「
事
物
が
發
生
す
る
所
以
、
功
績
が
果
た
さ
れ
る
所
以
は
、

必
ず
「
無
形
」
に
生
じ
、「
無
名
」
に
由
る
」
と
し
て
、「
無
形
・
無

名
」
が
「
萬
物
の
宗
」
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
が
、
と
く
に
「
所

以
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
こ
と
に
註
意
し
た
い
。
つ
ま
り
、
王
弼
は
、

「
物
」
や
「
功
」
そ
れ
自
體
が
「
無
形
・
無
名
」
か
ら
發
生
・
成
立
す

る
と
は
し
な
い
が
、
事
物
が
發
生
す
る
原
因

0

0

・
功
績
が
果
た
さ
れ
る
原0

因0

は
「
無
形
・
無
名
」
に
發
生
・
依
據
す
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
事
物
が
發
生
す
る
こ
と
や
功
績
が
果
た
さ
れ
る
こ
と
に
對
す

る
地
續
き
の
原
因
と
し
て
「
衟
」
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

そ
れ
ら
の
よ
り
根
底
か
ら
何
ら
か
の
し
か
た
で
萬
物
を
支
え
る
も
の
と

し
て
「
衟
」
が
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。㉜

直
接
的
現
實

的
に
關
與
す
る
こ
と
は
な
い
が
、
そ
の
根
底
に
お
い
て
萬
物
を
支
え
る

存
在
、
こ
れ
こ
そ
が
王
弼
の
想
定
す
る
「
衟
」
な
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
は
じ
め
に
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、「
衟
」
が
萬
物
の
根

源
と
し
て
「
物
」
を
支
え
る
以
上
、
王
弼
に
よ
る
「
物
」
理
解
は
、
王

弼
の
「
衟
」
理
解
と
も
密
接
に
關
係
す
る
。
さ
き
に
、
王
弼
に
お
い
て
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は
「
物
」
が
「
衟
」
か
ら
「
生
」
み
出
さ
れ
る
と
は
考
え
ら
れ
て
お
ら

ず
、
生
成
變
化
の
す
べ
て
が
「
有
」
の
內
部
で
完
結
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
が
、
こ
う
し
た
「
物
」
理
解
は
、
以
上
の
よ
う
な
王

弼
の
「
衟
」
理
解
と
の
整
合
性
が
圖
ら
れ
た
結
果
の
も
の
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

五
、「
衟
」
槪
念
の
二
つ
の
側
面

で
は
、
王
弼
に
お
け
る
「
物
」
理
解
の
も
う
一
つ
の
特
徵
で
あ
る
、

萬
物
の
生
成
過
程
に
伴
う
「
未
形
」・「
有
形
」
の
段
階
の
設
定
は
な
ぜ

行
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。『
老
子
』
第
一
章
を
改
め
て
確
認
し
て
み
た

い
。

無
名
に
は
、
天
地
の
始
め
、
有
名
に
は
、
萬
物
の
母
。

［
王
註
］
凡
そ
有
は
皆 

無
に
始
ま
る
。
故
に
未
形
・
無
名
の
時

な
れ
ば
、
則
ち
萬
物
の
始
め
と
爲
る
な
り
。
其
の
有
形
・
有
名
の

時
に
乁
べ
ば
、
則
ち
之
を
長
じ
、
之
を
育
し
、
之
を
亭さ

だ

め
、
之
を

毒な

し
て
、
其
の
母
と
爲
る
な
り
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
衟
は
無
形
・
無

名
を
以
て
萬
物
を
始
成
す
。
萬
物
は
以
て
始
ま
り
以
て
成
る
も
、

其
の
然
る
所
以
を
知
ら
ず
。
玄
の
又
た
玄
な
れ
ば
な
り
。㉝

（『
老

子
』
第
一
章
）

『
老
子
』
第
一
章
を
改
め
て
み
る
と
、『
老
子
』
本
文
の
「
無
名
に

は
、
天
地
の
始
め
、
有
名
に
は
、
萬
物
の
母
」
を
受
け
て
、「
未
形
・

無
名
」・「
有
形
・
有
名
」
と
い
う
表
現
が
登
場
す
る
こ
と
に
氣
づ
く
。

す
な
わ
ち
、
王
弼
の
「
未
形
・
無
名
」・「
有
形
・
有
名
」
と
い
う
槪
念

は
、『
老
子
』
本
文
の
「
無
名
」・「
有
名
」
に
そ
れ
ぞ
れ
對
應
す
る
解

釋
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
一
方
の
「
天
地
の
始
め
」・「
萬
物
の
母
」
は

ど
の
よ
う
に
解
釋
さ
れ
る
の
か
。『
老
子
』
第
一
章
の
後
半
部
分
は
次

の
よ
う
に
續
く
。

衟
の
衟
ふ
可
き
は
、
常
衟
に
非
ず
。
名
の
名
づ
く
可
き
は
、
常
名

に
非
ず
①
。
無
名
に
は
、
天
地
の
始
め
、
有
名
に
は
、
萬
物
の
母

②
。
故
に
常
に
無
欲
な
れ
ば
、
以
て
其
の
妙
を
觀
③
、
常
に
有
欲

な
れ
ば
、
以
て
其
の
徼
を
觀
る
④
。
此
の
兩
者
は
同
じ
く
出
づ
る

も
名
を
異
に
し
、
同
じ
く
之
を
玄
と
謂
ふ
。
玄
の
又
た
玄
は
、
衆

妙
の
門
な
り
⑤
。

［
王
註
②
］
凡
そ
有
は
皆 

無
に
始
ま
る
。
故
に
未
形
・
無
名
の
時

な
れ
ば
、
則
ち
萬
物
の
始
め
と
爲
る
な
り
。
其
の
有
形
・
有
名
の

時
に
乁
べ
ば
、
則
ち
之
を
長
じ
、
之
を
育
し
、
之
を
亭
め
、
之
を
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毒
し
て
、
其
の
母
と
爲
る
な
り
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
衟
は
無
形
・
無

名
を
以
て
萬
物
を
始
成
す
。
萬
物
は
以
て
始
ま
り
以
て
成
る
も
、

其
の
然
る
所
以
を
知
ら
ず
。
玄
の
又
た
玄
な
れ
ば
な
り
。

［
王
註
⑤
］
兩
と
は
、
始
と
母
な
り
。
同
出
と
は
、
同
じ
く
玄
に

出
づ
る
な
り
。
名
を
異
に
す
る
は
、
施
す
所
の
同
じ
く
す
可
か
ら

ざ
れ
ば
な
り
。
首
に
在
れ
ば
則
ち
之
を
始
と
謂
ひ
、
終
に
在
れ
ば

則
ち
之
を
母
と
謂
ふ
。
玄
と
は
、
冥
な
り
。
默
然
と
し
て
無
有
な

り
。
始
・
母
の
出
づ
る
所
な
り
。
得
て
名
づ
く
可
か
ら
ず
、
故
に

言
ふ
可
か
ら
ず
。
同
じ
き
を
名
づ
け
て
玄
と
曰
ふ
。
而
し
て
同
じ

く
之
を
玄
と
謂
ふ
と
言
ふ
は
、
得
て
之
を
然
り
と
謂
ふ
可
か
ら
ざ

る
に
取
れ
ば
な
り
。
得
て
之
を
然
り
と
謂
ふ
可
か
ら
ざ
れ
ば
、
則

ち
以
て
一
玄
に
定
む
可
か
ら
ざ
る
の
み
。
若
し
一
玄
に
定
む
れ

ば
、
則
ち
是
れ
名
づ
く
れ
ば
則
ち
之
を
遠
き
に
失
ふ
。
故
に
玄
の

又
た
玄
と
曰
ふ
な
り
。
衆
妙
は
皆 

同
玄
從
り
出
づ
。
故
に
衆
妙

の
門
と
曰
ふ
な
り
。㉞

（『
老
子
』
第
一
章
）

こ
の
よ
う
に
王
弼
は
、『
老
子
』
本
文
の
「
兩
者
」
を
「
始
」
と
「
母
」

と
解
釋
す
る
こ
と
で
、㉟

「
天
地
の
始
め
」・「
萬
物
の
母
」
を
と
も
に

「
衟
」
の
呼
稱
と
み
な
す
。「「
始
」
と
「
母
」
は
同
一
の
と
こ
ろ
か
ら

出
現
す
る
が
名
を
異
に
す
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
（
一
重
傍
線
部
）。
し

か
も
、
こ
の
よ
う
に
「
衟
」
が
「
萬
物
の
始
め
」
と
「
萬
物
の
母
」
と

い
う
二
つ
の
呼
稱
を
も
っ
た
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
「
作
用
す
る
場
所
を

同
じ
く
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
か
ら
」
で
、「（
萬
物
の
）
始
め
の

狀
態
に
あ
っ
て
は
こ
れ
を
「
始
」
と
い
い
、（
萬
物
の
）
終
わ
り
の
狀
態

に
あ
っ
て
は
こ
れ
を
「
母
」
と
い
う
」
と
も
述
べ
て
い
る
（
二
重
傍
線

部
）。「
天
地
の
始
め
」
と
呼
ば
れ
得
る
「
衟
」
の
⺇
能
は
、「
物
」
の

始
め
の
狀
態
（「
未
形
」
の
狀
態
）
に
お
い
て
發
揮
さ
れ
、
一
方
の
「
萬

物
の
母
」
と
呼
ば
れ
得
る
「
衟
」
の
⺇
能
は
、「
物
」
の
終
わ
り
の
狀

態
（「
有
形
」
の
狀
態
）
に
お
い
て
發
揮
さ
れ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ

う
し
た
王
弼
の
註
釋
態
度
を
見
れ
ば
、
ひ
と
ま
ず
、「
未
形
」・「
有
形
」

と
い
う
「
物
」
の
段
階
の
設
定
が
、『
老
子
』
第
一
章
の
解
釋
、
そ
れ

も
王
弼
の
想
定
す
る
「
衟
」
の
⺇
能
の
說
明
に
大
き
く
關
わ
る
も
の
だ

っ
た
こ
と
を
指
摘
で
き
よ
う
。

そ
し
て
、
實
際
に
「
衟
」
の
⺇
能
は
、『
老
子
』
第
一
章
の
解
釋
の

う
ち
で
次
の
よ
う
に
說
明
さ
れ
る
。
ふ
た
た
び
『
老
子
』
第
一
章
註
の

前
半
部
部
分
を
確
認
し
て
み
た
い
。

無
名
に
は
、
天
地
の
始
め
、
有
名
に
は
、
萬
物
の
母
。

［
王
註
］
凡
そ
有
は
皆 

無
に
始
ま
る
。
故
に
未
形
・
無
名
の
時

な
れ
ば
、
則
ち
萬
物
の
始
め
と
爲
る
な
り
。
其
の
有
形
・
有
名
の
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時
に
乁
べ
ば
、
則
ち
之
を
長
じ
、
之
を
育
し
、
之
を
亭
め
、
之
を

毒
し
て
、
其
の
母
と
爲
る
な
り
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
衟
は
無
形
・
無

名
を
以
て
萬
物
を
始
成
す
。
萬
物
は
以
て
始
ま
り
以
て
成
る
も
、

其
の
然
る
所
以
を
知
ら
ず
。
玄
の
又
た
玄
な
れ
ば
な
り
。㊱

（『
老

子
』
第
一
章
）

順
に
追
っ
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
ず
、「
そ
も
そ
も
「
有
」
は
す

べ
て
「
無
」
に
始
ま
る
。
そ
の
た
め
「
未
形
・
無
名
」
の
段
階
で
あ
れ

ば
、「
萬
物
の
始
め
」
と
な
る
」（
一
重
傍
線
部
）
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
王
弼
が
「
衟
」
に
萬
物
の
存
在
を
開
始
す
る
と
い
う
⺇
能
を
認
め

て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
續
け
て
「「
有
形
・
有
名
」
の

段
階
に
な
る
と
、
萬
物
を
生
長
さ
せ
、
養
育
し
、
體
貌
を
定
め
、
內
實

を
完
成
さ
せ
て
、「
萬
物
の
母
」
と
な
る
」（
二
重
傍
線
部
）
と
あ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
王
弼
が
「
衟
」
に
萬
物
の
生
成
變
化
を
支
え
る
と
い
う

⺇
能
を
認
め
て
い
た
こ
と
も
確
認
で
き
る
。
つ
ま
り
王
弼
は
、「
衟
」

を
萬
物
の
存
在

0

0

と
生
成
變
化

0

0

0

0

の
根
源
と
し
て
設
定
し
、
そ
れ
ら
の
⺇
能

を
そ
れ
ぞ
れ
『
老
子
』
本
文
の
「
天
地
の
始
め
」・「
萬
物
の
母
」
に
對

應
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
解
釋
に
よ
り
、「
無
名
に
は
、
天
地
の
始
め
、
有
名
に
は
、

萬
物
の
母
」
と
い
う
『
老
子
』
本
文
は
、「「
衟
」
が
「
無
形
・
無
名
」

で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
萬
物
を
開
始
し
完
成
さ
せ
る
こ
と
を
い
う
」（
波

線
部
）
と
理
解
さ
れ
た
。
王
弼
は
、『
老
子
』
第
一
章
の
解
釋
と
い
う
方

法
で
、「
衟
」
が
ど
の
よ
う
に
萬
物
を
支
え
て
い
る
の
か
を
具
體
的
に

說
明
し
、「
衟
」
が
萬
物
の
根
源
で
あ
る
こ
と
を
理
論
的
に
根
據
づ
け

て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
な
お
も
註
意
す
べ
き
は
、
こ
の
王
弼
の
「
衟
」
に
つ
い
て

の
說
明
に
、
恣
意
的
な
前
提
が
持
ち
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
、
王
弼
自
身
の
論
理
を
さ
ら
に
詳
し
く
追

っ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

六
、「
衟
」
の
⺇
能
の
理
論
的
根
據

先
に
も
見
た
よ
う
に
、『
老
子
』
第
一
章
の
王
弼
註
で
は
、「
そ
も
そ

も
「
有
」
は
す
べ
て
「
無
」
に
始
ま
る
。
そ
の
た
め
「
未
形
・
無
名
」

の
段
階
で
あ
れ
ば
、「
萬
物
の
始
め
」
と
な
る
。「
有
形
・
有
名
」
の
段

階
に
な
る
と
、
萬
物
を
生
長
さ
せ
、
養
育
し
、
體
貌
を
定
め
、
內
實
を

完
成
さ
せ
て
、「
萬
物
の
母
」
と
な
る
」（
一
重
傍
線
部
・
二
重
傍
線
部
）

と
說
明
さ
れ
る
。
王
弼
の
理
解
に
沿
う
な
ら
ば
、
ⅰ
「
凡
そ
有
は
皆 

無
に
始
ま
る
」
た
め
に
、「
衟
」
は
「
萬
物
の
始
め
」
と
な
り
、
ⅱ
「
萬

物
の
始
め
」
で
あ
っ
た
「
衟
」
は
、
萬
物
の
生
成
變
化
を
支
え
て
、「
萬

物
の
母
」
と
な
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
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そ
し
て
こ
の
う
ち
、
ⅱ
「
萬
物
の
始
め
」
で
あ
っ
た
「
衟
」
が
、
萬

物
の
生
成
變
化
を
支
え
て
、「
萬
物
の
母
」
と
な
る
と
い
う
說
明
に
つ

い
て
は
、
次
の
『
老
子
』
第
五
十
二
章
の
本
文
を
反
映
さ
せ
た
も
の
と

言
え
る
。

天
下
に
始
め
有
れ
ば
、
以
て
天
下
の
母
と
爲
る
。

［
王
註
］
善
く
之
を
始
む
れ
ば
、
則
ち
善
く
之
を
養
畜
す
。
故
に

天
下
に
始
め
有
れ
ば
、
則
ち
以
て
天
下
の
母
と
爲
る
可
し
。㊲

（『
老

子
』
第
五
十
二
章
）

こ
の
よ
う
に
、『
老
子
』
第
五
十
二
章
の
本
文
に
は
、「
天
下
に
始
め
が

あ
れ
ば
、
天
下
の
母
と
な
る
」
と
あ
り
、
王
弼
は
、「
萬
物
を
開
始
さ

せ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
を
養
育
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
註
す

る
。「
始
」・「
母
」
と
い
う
本
文
、
そ
れ
に
「
開
始
す
る
」・「
養
育
す

る
」
と
い
う
王
註
に
よ
っ
て
も
、『
老
子
』
第
一
章
の
解
釋
が
こ
の
『
老

子
』
第
五
十
二
章
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
王
弼
は
、

『
老
子
』
第
五
十
二
章
の
本
文
を
『
老
子
』
第
一
章
の
解
釋
に
适
用
し
、

「
萬
物
の
始
め
」
で
あ
れ
ば
「
萬
物
の
母
」
に
な
る
と
說
明
し
た
の
で

あ
る
。

す
る
と
、『
老
子
』
第
一
章
の
王
弼
註
は
、
ⅰ
「
凡
そ
有
は
皆 

無
に

始
ま
る
」
た
め
に
、「
衟
」
は
「
萬
物
の
始
め
」
と
な
り
、
ⅱ
「
萬
物

の
始
め
」
で
あ
る
た
め
に
、「
衟
」
は
「
萬
物
の
母
」
と
な
る
、
と
い

う
よ
う
に
連
動
し
て
そ
の
根
據
が
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ

る
。
王
弼
の
解
釋
で
は
、「
衟
」
が
萬
物
の
存
在
と
生
成
變
化
の
根
源

と
な
る
こ
と
の
論
據
が
、「
凡
そ
有
は
皆 

無
に
始
ま
る
」
こ
と
か
ら
導

き
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
ⅰ
「
凡
そ
有
は
皆 

無
に
始
ま
る
」
と
い
う
王
弼
の
議

論
の
出
發
點
は
、
何
に
基
づ
く
理
解
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
結
論

か
ら
い
え
ば
、
何
か
に
基
づ
く
理
解
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
最
も
近

い
表
現
は
、『
老
子
』
第
四
十
章
の
「
有
は
無
に
生
ず
」
と
い
う
表
現

だ
が
、
こ
こ
ま
で
再
三
に
涉
っ
て
述
べ
た
よ
う
に
、
王
弼
の
註
釋
で
は

意
識
的
に
『
老
子
』
本
文
の
「
生
」
字
を
打
ち
消
し
て
「
始
」
字
を
用

い
て
お
り
、「
凡
そ
有
は
皆 

無
に
始
ま
る
」
と
い
う
設
定
に
つ
い
て
は

王
弼
獨
自
の
見
解
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
王
弼
の
理
論

の
最
も
重
要
な
前
提
は
、
基
づ
く
典
據
が
な
い
ば
か
り
で
は
な
く
、
王

弼
自
身
の
著
作
に
お
い
て
も
、
そ
の
よ
う
な
「
無
」
が
想
定
さ
れ
る
理

由
が
說
明
さ
れ
な
い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
有
」
を
開
始
す

る
「
無
」
と
い
う
、
槪
念
的
に
設
定
さ
れ
た
「
無
」
は
、
王
弼
自
身
が

持
ち
出
し
た
恣
意
的
な
前
提
と
言
え
よ
う
。
王
弼
が
「
無
」
を
强
調
し

た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
る
が
、
そ
の
「
無
」
と
い
う
の
は
、「
衟
」
槪
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［
王
註
］
物
は
、
生
じ
て
而
る
後
に
畜
ひ
、
畜
ひ
て
而
る
後
に
形

れ
、
形
れ
て
而
る
後
に
成
る
。
何
に
由
り
て
生
ず
。
衟
な
り
。
何

を
得
て
畜
ふ
。
德
な
り
。
何
に
因
り
て
形
る
。
物
な
り
。
何
を
使

ひ
て
成
る
。
勢
な
り
。
唯
だ
因
る
の
み
、
故
に
能
く
物
と
し
て
形

れ
ざ
る
は
無
し
。
唯
だ
勢
な
る
の
み
、
故
に
能
く
物
と
し
て
成
ら

ざ
る
は
無
し
。
凡
そ
物
の
生
ず
る
所
以
、
功
の
成
る
所
以
は
、
皆 

由
る
所
有
り
。
由
る
所
有
れ
ば
、
則
ち
衟
に
由
ら
ざ
る
は
莫
き
な

り
。
故
に
推
し
て
之
を
極
む
れ
ば
、
亦
た
衟
に
至
る
な
り
。
其
の

因
る
所
に
隨
ふ
、
故
に
各

稱
有
り
。㊳

（『
老
子
』
第
五
十
一
章
）

こ
の
『
老
子
』
本
文
で
は
、
發
生
（「
生
」）・
長
育
（「
畜
」）・
形
成

（「
形
」）・
完
成
（「
成
」）
と
い
う
生
成
變
化
の
過
程
に
つ
い
て
、
そ
れ

ぞ
れ
「
衟
」・「
德
」・「
物
」・「
勢
」
に
基
づ
く
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、

こ
れ
に
對
し
て
王
弼
は
、「
す
べ
て
物
が
發
生
す
る
理
由
、
功
績
が
果

た
さ
れ
る
理
由
は
、
す
べ
て
基
づ
く
と
こ
ろ
が
あ
る
。
基
づ
く
と
こ
ろ

が
あ
れ
ば
、「
衟
」
に
基
づ
い
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
し
た

が
っ
て
敷
衍
し
て
つ
き
つ
め
る
な
ら
ば
、
同
樣
に
「
衟
」
に
到
逹
す
る

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
」（
二
重
傍
線
部
）
と
說
明
し
て
、
結
局
の
と
こ

ろ
す
べ
て
は
「
衟
」
に
基
づ
く
と
す
る
。
こ
れ
は
、『
老
子
』
本
文
を

そ
の
ま
ま
繼
承
し
て
い
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、「
衟
」
が
萬
物
の
根

念
を
根
據
づ
け
る
た
め
に
王
弼
が
恣
意
的
に
設
定
し
た
「
無
」
だ
っ
た

の
で
あ
る
。

以
上
、
こ
こ
ま
で
檢
討
し
て
き
た
と
こ
ろ
を
改
め
て
述
べ
れ
ば
、『
老

子
』
第
一
章
の
王
弼
註
で
は
、「
物
」
に
「
未
形
」・「
有
形
」
と
い
う

段
階
を
設
定
し
、
ま
た
、「
凡
そ
有
は
皆 

無
に
始
ま
る
」
と
い
う
前
提

を
持
ち
出
す
こ
と
で
、「
衟
」
が
ど
の
よ
う
に
萬
物
を
支
え
て
い
る
の

か
を
說
明
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
王
弼
の
註
釋
態
度
は
、
や
は
り
王
弼

が
「
衟
」
が
萬
物
の
根
源
で
あ
る
こ
と
を
强
調
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ

と
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
解
釋
が
『
老
子
』
の
註
釋
と
し
て
表
れ
て
い

る
以
上
、
王
弼
が
『
老
子
』
を
正
し
く
解
釋
し
よ
う
と
し
た
結
果
と
し

て
、「
衟
」
が
萬
物
の
根
源
で
あ
る
こ
と
を
强
調
し
た
と
考
え
る
こ
と

も
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
お
そ
ら
く
こ
う
し
た
思
想
理
解
は
王
弼

に
は
适
用
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
、
王
弼
は
、『
老
子
』
本
文
を
利

用
し
て
は
い
る
が
、『
老
子
』
そ
れ
自
體
を
そ
の
ま
ま
繼
承
し
よ
う
と

は
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
よ
く
表
す
の
は
次
の
王
弼
註

で
あ
る
。

衟
は
之
を
生
じ
、
德
は
之
を
畜や

し
なひ

、
物
は
之
に
形あ

ら
はれ

、
勢
は
之
に

成
る
。
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源
で
あ
る
こ
と
を
論
證
す
る
說
明
と
し
て
も
强
引
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る

を
得
な
い
。

こ
う
し
た
『
老
子
』
註
の
偏
向
を
見
れ
ば
、
王
弼
の
主
眼
が
、「
衟
」

が
萬
物
の
根
源
で
あ
る
こ
と
を
論
證
す
る
こ
と
に
あ
っ
て
、『
老
子
』

を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
に
は
な
か
っ
た
こ
と
を
確
認
で
き
よ
う
。
王

弼
の
『
老
子
』
解
釋
は
、「
衟
」
が
萬
物
の
根
源
で
あ
る
と
い
う
結
論

が
先
行
し
、
そ
れ
に
合
う
よ
う
に
註
釋
で
整
合
が
圖
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

結
論

本
稿
で
は
、
王
弼
思
想
の
「
物
」
と
「
衟
」
に
つ
い
て
檢
討
を
行
っ

て
き
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
王
弼
は
、「
物
」
が
「
有
」
の
內
部
で
生

成
變
化
す
る
と
考
え
、
そ
の
生
成
變
化
に
合
わ
せ
て
「
未
形
」
と
「
有

形
」
と
い
う
二
つ
の
段
階
を
設
定
し
て
い
た
。
ま
た
、
そ
う
し
た
「
未

形
」・「
有
形
」
と
い
う
「
物
」
の
段
階
に
合
わ
せ
て
「
衟
」
が
異
な
る

⺇
能
を
發
揮
す
る
と
し
、「
衟
」
を
萬
物
の
存
在
と
生
成
變
化
を
支
え

る
根
源
と
し
て
設
定
し
直
し
て
い
た
。
し
か
し
、
後
半
に
言
乁
し
た
よ

う
に
、
そ
の
よ
う
な
「
衟
」
に
つ
い
て
の
⺇
能
は
、「
凡
そ
有
は
皆 

無

に
始
ま
る
（
凡
有
皆
始
於
無
）」
と
い
う
、
王
弼
が
持
ち
出
し
た
槪
念
的

に
設
定
さ
れ
た
「
無
」
に
よ
っ
て
根
據
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

こ
う
し
た
「
衟
」
の
設
定
は
、『
老
子
』
を
正
し
く
解
釋
し
よ
う
と
し

た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
王
弼
自
身
の
「
衟
」
理
解
が
先
行
し
て
、

そ
れ
に
合
わ
せ
て
『
老
子
』
に
註
釋
を
施
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

で
は
、
こ
う
し
た
王
弼
の
「
衟
」
槪
念
は
、
果
た
し
て
「
客
觀
的
眞

實
の
追
求
」
を
目
的
と
し
て
設
定
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

筆
者
は
、「
凡
そ
有
は
皆 

無
に
始
ま
る
」
と
い
う
こ
と
の
根
據
が
說
明

さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
見
て
、
王
弼
の
「
衟
」
槪
念
を
そ
の
よ
う
に
捉
え

る
の
は
難
し
い
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
王
弼
に
は
「
衟
」
が
萬
物
の
根

源
で
あ
る
こ
と
を
强
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
別
の
理
由
が
あ
っ

た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
別
の
理
由
を
考
え
る
手
が
か
り
と
な
る
の
が
次
の
王

弼
註
で
あ
る
。

古
の
衟
を
執
り
て
、
以
て
今
の
有
を
御
す
①
。
能
く
古
始
を
知

る
、
是
れ
を
衟
紀
と
謂
ふ
②
。

［
王
註
②
］
無
形
・
無
名
な
る
者
は
、
萬
物
の
宗
な
り
。
今
古
は

同
じ
か
ら
ず
、
時
は
移
り
俗
は
易
は
る
と
雖
も
、
故
よ
り
此
に
由

り
て
其
の
治
を
成
さ
ざ
る
者
莫
き
な
り
。
故
に
古
の
衟
を
執
り
て

以
て
今
の
有
を
御
す
可
し
。
上
古
は
遠
し
と
雖
も
、
其
の
衟
は
存
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す
。
故
に
今
に
在
り
と
雖
も
以
て
古
始
を
知
る
可
き
な
り
。㊴

（『
老

子
』
第
十
四
章
）

こ
の
註
に
は
、「
無
形
・
無
名
な
る
者
は
、
萬
物
の
宗
な
り
」
と
い
う

「
衟
」
に
つ
い
て
の
設
定
が
見
え
る
が
、
さ
ら
に
續
け
て
、「
こ
れ
に
基

づ
い
て
統
治
を
果
た
さ
な
か
っ
た
者
は
い
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
る
こ

と
に
着
目
し
た
い
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
萬
物
の
根
源
で
あ
る
「
衟
」

が
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
統
治
を
行
う
と
い
う
理
念
的
な
統
治
論
へ
と
接

續
し
て
い
る
の
で
あ
る
。㊵

こ
れ
に
よ
っ
て
想
起
さ
れ
る
の
は
、
同
時
代
の
何
晏
に
お
い
て
も
、

「
衟
」
に
基
づ
い
て
統
治
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
說
か
れ
て
い
た
こ
と
で

あ
る
。㊶

こ
れ
に
よ
り
、
少
な
く
と
も
「
正
始
玄
學
」
に
は
、「
衟
」
を

用
い
る
こ
と
で
萬
物
が
治
ま
る
と
い
う
一
つ
の
思
考
の
パ
タ
ー
ン
が
あ

っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
う
し
た
思
考
の
方
法
が
、「
衟
」
が
萬
物
の
根

源
で
あ
る
こ
と
と
ど
の
よ
う
に
關
係
す
る
の
か
、
そ
し
て
、
そ
も
そ
も

何
晏
や
王
弼
が
ど
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
よ
っ
て
思
想
を
形
成
し
た
の

か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、
更
な
る
考
究
を
行
う
必
要
が
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

《
註
》

① 

た
と
え
ば
、
日
本
で
唯
一
「
玄
學
」
を
主
題
と
し
て
硏
究
を
行
っ
た
加
賀

榮
治
は
、「
玄
學
」
を
「
人
閒
理
性
」
の
本
來
的
な
方
向
と
し
て
「
客
觀

的
眞
實
の
追
求
へ
と
放
た
れ
た
」
思
想
と
み
な
す
。「
魏
晉
時
代
は
、
帝

國
崩
壞
の
後
を
つ
い
で
、
國
家
權
力
が
分
散
の
方
向
を
と
つ
た
時
代
で
あ

り
、
そ
れ
は
ま
た
後
漢
に
お
け
る
古
文
學
の
優
位
に
よ
つ
て
も
た
ら
さ
れ

た
今
文
學
の
權
威
崩
壞
の
後
を
う
け
つ
ぎ
、
經
書
の
規
制
力
が
最
も
弛

緩
し
た
時
代
で
あ
つ
た
か
ら
、
人
閒
理
性
は
本
來
的
な
方
向
と
し
て
、
客

觀
的
眞
實
の
追
求
へ
と
放
た
れ
た
。
經
書
に
よ
つ
て
規
制
さ
れ
た
世
界
觀

は
、
か
く
し
て
動
搖
し
、
さ
ら
に
は
崩
壞
し
は
じ
め
、
ひ
と
た
び
は
廢
棄

さ
れ
る
。
虛
玄
の
學
と
は
、
そ
れ
に
代
つ
て
新
し
い
世
界
觀
の
形
成
を
意

圖
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
や
は
り
、
理
性
の
い
と
な
み
と

し
て
、
多
樣
な
現
𧰼
を
麭
攝
し
、
一
貫
す
る
論
理
を
も
つ
て
體
系
づ
け
よ

う
と
す
る
。
本
體
論―

形
而
上
學
が
さ
か
ん
に
追
求
さ
れ
た
の
は
、
そ

の
た
め
で
あ
つ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
從
來
の
世
界
觀
と
交
代
し
得
る

ほ
ど
の
基
盤
を
も
つ
た
體
系
を
、
形
成
し
上
げ
た
の
で
は
な
い
。
し
た
が

つ
て
意
圖
の
過
程
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
樣
相
を
抂
し
て
い
る
ば
か
り
で
は
な

い
。
そ
れ
ま
で
つ
く
り
上
げ
ら
れ
た
さ
ま
ざ
ま
の
學
問
體
系
は
、
儒
學
一

尊
の
體
制
崩
壞
に
と
も
な
い
、
新
し
い
世
界
觀
を
形
成
す
る
陣
營
に
、
一

翼
を
に
な
つ
て
參
加
し
よ
う
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
理
を
展
開
し
た
。
談

論
盛
興
の
積
極
的
意
味
は
そ
こ
に
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
代
の
學
問

思
想
の
立
場
が
、
實
に
錯
雜
し
て
見
え
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
り
、
そ
の

す
が
た
は
、
折
衷
綜
合
の
か
た
ち
で
あ
る
、
と
い
う
以
外
に
名
づ
け
よ
う
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が
な
い
で
は
な
い
か
。
し
か
し
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
客
觀
的
眞
實
な
も

の
で
あ
ろ
う
と
し
、
合
理
性
的
な
方
向
を
主
軸
に
し
よ
う
と
す
る
。
こ
れ

は
、
か
つ
て
の
儒
學
が
、
そ
の
目
的
意
識
を
天
下
の
秋
序
と
衟
德
の
維
持

に
お
く
こ
と
と
は
、
理
性
の
上
で
は
根
本
的
な
矛
盾
を
も
つ
も
の
で
は
な

い
が
、
す
で
に
か
つ
て
の
儒
學
の
よ
つ
て
立
つ
場
は
崩
壞
し
續
け
て
い
た

か
ら
、
儒
學
は
崩
壞
し
て
い
な
い
他
の
場
で
生
き
る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば

場
の
囘
復
を
期
し
て
叫
び
つ
づ
け
る
し
か
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。」（
加
賀

榮
治
「
魏
晉
玄
學
の
推
移
と
實
相
（
一
）」『
人
文
論
究
』
十
八
、
一
九
五

八
年
）

② 

堀
池
信
夫
「
王
弼
の
思
想
Ⅱ
」（『
漢
魏
思
想
史
硏
究
』
明
治
書
院
、
一
九

八
八
年
）、
同
「
王
弼
再
考―

「
亡
」
と
「
非
存
」―

」（『
狩
野
直
禎
先

生
米
壽
記
念
三
國
志
論
集
』
三
國
志
學
會
、
二
〇
一
六
年
）、
和
久
希
「
王

弼
形
而
上
學
再
考
」（『
六
朝
言
語
思
想
史
硏
究
』、
汲
古
書
院
、
二
〇
一

七
年
）

③ 

拙
稿
「
王
弼
に
お
け
る
「
無
」
と
「
衟
」―

「「
無
」
は
「
衟
」
に
上
位

す
る
」
理
解
に
對
し
て
」（『
三
國
志
硏
究
』
十
四
、
二
〇
一
九
年
）

④ 

「
個
々
の
思
想
は
そ
の
時
代
の
狀
況
を
ふ
ま
え
た
問
題
意
識
か
ら
發
し
、

そ
の
時
代
の
中
で
有
效
な
論
法
・
表
現
を
取
ろ
う
と
す
る
。
し
か
し
そ
れ

ら
の
思
想
が
後
に
な
っ
て
記
憶
さ
れ
る
時
、
そ
の
姿
は
記
憶
す
る
者
の
問

題
意
識
に
よ
っ
て
變
容
さ
れ
る
の
で
あ
る
。」（
土
田
健
次
郞
『
衟
學
の
形

成
』
序
章
、
創
文
社
、
二
〇
〇
二
年
）

⑤ 

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
朱
熹
も
、「
晉
よ
り
以
來
、
經
を
解
す

る
者
は
却
て
改
變
し
得
て
同
じ
か
ら
ず
。
王
弼
・
郭
𧰼
の
輩
の
如
き
は
是

れ
な
り
。
漢
儒
は
經
を
解
す
る
に
、
經
に
依
り
て
演
繹
す
。
晉
人
は
則
ち

然
ら
ず
、
經
を
舍
て
て
自
ら
文
を
作
る
（
自
晉
以
來
、
解
經
者
却
改
變
得

不
同
。（
是
）〔
如
〕
王
弼
・
郭
𧰼
輩
是
也
。
漢
儒
解
經
、
依
經
演
繹
。
晉

人
則
不
然
、
舍
經
而
自
作
文
）」
と
指
摘
し
て
い
る
。

⑥ 

夫
物
之
所
以
生
、
功
之
所
以
成
、
必
生
乎
無
形
、
由
乎
無
名
。
無
形
・
無

名
者
、
萬
物
之
宗
也
。（
原
文
は
、
樓
宇
烈
『
王
弼
集
校
釋
』（
中
華
書
局  

一
九
八
〇
年
）
に
基
づ
く
。
以
下
、
同
じ
。）

⑦ 

「
萬
物
の
宗
」
と
い
う
表
現
が
、『
老
子
』
第
四
章
本
文
の
「
衟
は
盅
に
し

て
之
を
用
ふ
る
も
或
に
盈
れ
ず
、
淵
と
し
て
萬
物
の
宗
に
似
た
り
」
と
い

う
表
現
を
踏
襲
す
る
よ
う
に
、「
無
形
・
無
名
な
る
者
」
は
「
衟
」
を
指

す
。
他
に
も
、『
老
子
』
第
三
十
二
章
註
に
「
衟
は
、
無
形
不
繫
に
し
て
、

常
に
名
づ
く
可
か
ら
ず
。
無
名
を
以
て
常
と
爲
す
。
故
に
衟
は
常
に
無
名

と
曰
ふ
な
り
」
な
ど
と
あ
る
。

⑧ 

板
野
長
八
「
何
晏
王
弼
の
思
想
」（『
東
方
學
報
　

東
京
』
十
四
、
一
九
四

三
年
）

⑨ 

そ
も
そ
も
註
釋
と
い
う
態
度
を
用
い
な
が
ら
自
身
の
思
想
表
明
を
行
う
こ

と
は
、
中
國
思
想
に
お
け
る
常
套
手
段
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
註
釋
と
い

う
行
爲
に
つ
い
て
池
田
秀
三
は
、「
第
三
の
衟
は
、
先
行
諸
註
の
い
ず
れ

に
も
あ
き
た
ら
な
く
て
、
ま
っ
た
く
獨
自
に
註
釋
を
行
う
場
合
で
あ
る
。

こ
れ
は
直
接
的
に
自
己
の
描
く
古
典
世
界
を
表
出
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
り
、
第
二
の
場
合
に
も
增
し
て
よ
り
主
觀
的
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
。
こ
の
場
合
に
も
、
當
人
の
意
圖
は
む
ろ
ん
古
典
の
正
確
な
解

釋
、
し
か
も
唯
一
無
二
の
解
釋
の
實
現
に
あ
る
譯
だ
が
、
實
質
的
に
は
、
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極
言
す
れ
ば
、
原
典
は
も
は
や
己
が
思
想
を
語
る
た
め
の
媒
介
手
段
に
し

か
す
ぎ
な
い
」（
池
田
秀
三
「
中
國
古
典
に
お
け
る
訓
詁
註
釋
の
意
義
」

『
中
國
古
典
學
の
か
た
ち
』
硏
文
出
版
、
二
〇
一
四
年
）
と
述
べ
る
。

⑩ 

王
葆
玹
『
正
始
玄
學
』（
齊
魯
書
社
、
一
九
八
七
年
）
は
、「
物
」
の
生
成

過
程
（「
物
之
初
生
」・「
物
之
長
育
」・「
物
之
品
形
」・「
物
之
成
質
」）
を

す
べ
て
「
衟
」
に
基
づ
い
た
も
の
と
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
そ
れ
を
「
天

生
」（「
物
之
初
生
」）・「
地
養
」（「
物
之
長
育
」・「
物
之
品
形
」）・「
圣

功
」（「
物
之
成
質
」）
と
い
う
よ
う
に
三
才
と
結
び
つ
け
、
あ
る
い
は
ま

た
、「
春
溫
」（「
物
之
初
生
」）・「
夏
炎
」（「
物
之
長
育
」）・「
秋
涼
」（「
物

之
品
形
）・「
鼕
寒
」（
物
之
成
質
」）
と
い
う
よ
う
に
五
行
と
結
び
つ
け
て

理
解
す
る
。

⑪ 

趙
ウ
ニ
ル
「
王
弼
の
始
終
論
」（『
中
國
思
想
史
硏
究
』
三
十
九
、
二
〇
一

八
年
）
は
、「
要
す
る
に
、『
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
狀
態
で
あ
り
、
こ
れ
を
强
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
」
と
い
う

が
、
本
章
で
檢
討
す
る
よ
う
に
、
王
弼
は
「『
老
子
』
の
存
在
の
「
有
無
」

生
成
論
」
を
繼
承
し
て
お
ら
ず
、
萬
物
の
生
成
過
程
は
す
べ
て
「
有
」
の

領
域
で
行
わ
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
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
」
す
る
と
述
べ
る
が
、「
始
」・「
母
」
は

「
衟
」
の
呼
稱
で
あ
っ
て
、
萬
物
の
生
成
過
程
と
は
異
な
っ
た
も
の
と
考

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑫ 

衟
生
之
、
德
畜
之
、
物
形
之
、
勢
成
之
。［
王
註
］
物
、
生
而
後
畜
、
畜

而
後
形
、
形
而
後
成
。
何
由
而
生
。
衟
也
。
何
得
而
畜
。
德
也
。
何
因
而

形
。
物
也
。
何
使
而
成
。
勢
也
。
唯
因
也
、
故
能
無
物
而
不
形
。
唯
勢

也
、
故
能
無
物
而
不
成
。
凡
物
之
所
以
生
、
功
之
所
以
成
、
皆
有
所
由
。

有
所
由
焉
、
則
莫
不
由
乎
衟
也
。
故
推
而
極
之
、
亦
至
衟
也
。
隨
其
所

因
、
故
各
有
稱
焉
。

⑬ 

本
稿
で
は
、
生
成
變
化
の
議
論
に
つ
い
て
、
變
化
し
て
い
く
こ
と

0

0

を
指
す

場
合
に
は
「
過
程
」、（
變
化
す
る
際
の
）「
衟
」
や
「
物
」
の
狀
況

0

0

を
指

す
場
合
に
は
「
段
階
」
と
い
う
表
現
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

⑭ 

た
と
え
ば
、『
老
子
』
第
五
十
一
章
の
本
文
に
「
衟
生
之
」
と
あ
る
の
に

對
し
、
王
弼
は
「
何
由
而
生
。
衟
也
。」
と
註
し
て
、「
衟
」
に
依
據
し
て

物
が
生
じ
る
と
言
い
換
え
る
。
ま
た
、『
老
子
』
第
四
十
章
に
「
天
下
萬

物
生
於
有
、
有
生
於
無
］
と
あ
る
の
に
對
し
、
王
弼
は
「
天
下
之
物
、

皆
以
有
爲
生
。
有
之
所
始
、
以
無
爲
本
。」
と
註
し
て
生
み
出
す
と
い
う

表
現
を
囘
避
す
る
。
さ
ら
に
『
老
子
』
第
四
十
二
章
の
「
衟
生
一
。
一
生

二
。
二
生
三
。
三
生
萬
物
。
…
…
」
と
い
う
「
衟
」
か
ら
萬
物
ま
で
の
過

程
が
發
生
論
的
に
說
か
れ
る
箇
所
で
は
、「
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
徃
、
非
衟
之
流
。
…
…
」
と
註
し
て
言
語
と
對
𧰼
を
巡

る
議
論
と
し
て
解
釋
を
行
う
。
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⑮ 
故
常
無
欲
、
以
觀
其
妙
、［
王
註
］
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
。

⑯ 

こ
の
こ
と
は
、
內
村
嘉
秀
も
「「
有
は
無
に
始
る
」
と
は
無
か
ら
有
が
產

み
出
さ
れ
る
と
い
う
生
成
論
的
關
係
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
王
弼

の
無
は
存
在
論

0

0

0

に
お
け
る
始
元
と
し
て
の
形
而
上
的
一
般
者
で
あ
り
、「
に

始
る
」
は
そ
の
論
理
的
先
後
關
係
を
示
す
も
の
で
あ
る
」（
內
村
嘉
秀
「
王

弼
・
郭
𧰼
に
お
け
る
有
・
無
論―

︿
貴
無
﹀︿
祟
有
﹀
の
問
題
を
め
ぐ
っ

て―

」『
倫
理
學
年
報
』
二
十
八
、
一
九
七
九
年
、
傍
點
マ
マ
）
と
述
べ

て
い
る
。

⑰ 

樸
散
則
爲
器
、
圣
人
用
之
則
爲
官
長
。［
王
註
］
樸
、
眞
也
。
眞
散
則
百

行
出
、
殊
類
生
、
若
器
也
。
圣
人
因
其
分
散
。
故
爲
之
立
官
長
。

⑱ 

衟
常
無
名
。
樸
雖
小
、
天
下
莫
能
臣
也
。
侯
王
若
能
守
之
、
萬
物
將
自

賓
。［
王
註
］
衟
、
無
形
不
繫
、
常
不
可
名
。
以
無
名
爲
常
。
故
曰
衟
常

無
名
也
。
樸
之
爲
物
、
以
無
爲
心
也
、
亦
無
名
。
故
將
得
衟
、
莫
若
守

樸
。
夫
智
者
、
可
以
能
臣
也
。
勈
者
、
可
以
武
使
也
。
巧
者
、
可
以
事
役

也
。
力
者
、
可
以
重
任
也
。
樸
之
爲
物
、（
憒
）〔
隤
〕
然
不
偏
、
近
於
無

有
、
故
曰
莫
能
臣
也
。
抱
樸
無
爲
、
不
以
物
累
其
眞
、
不
以
欲
害
其
神
。

則
物
自
賓
而
衟
自
得
也
。

⑲ 

無
名
、
天
地
之
始
、
有
名
、
萬
物
之
母
［
王
註
］
凡
有
皆
始
於
無
。
故
未

形
・
無
名
之
時
、
則
爲
萬
物
之
始
。
乁
其
有
形
・
有
名
之
時
、
則
長
之
、

育
之
、
亭
之
、
毒
之
、
爲
其
母
也
。
言
衟
以
無
形
・
無
名
始
成
萬
物
。
萬

物
以
始
以
成
、
而
不
知
其
所
以
然
。
玄
之
又
玄
也
。

⑳ 

王
弼
註
で
は
、「
未
形
・
無
名
之
時0

」・「
有
形
・
有
名
之
時0

」
と
し
て
、

「
未
形
・
無
名
」・「
有
形
・
有
名
」
が
段
階
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
た
め
、

「
未
形
・
無
名
」
が
「
衟
」
を
指
し
、「
有
形
・
有
名
」
が
「
物
」
指
す
と

い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ら
を
ま
っ
た
く
の
別
物
と
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
ま
た
、
ど
ち
ら
も
「
衟
」
を
指
し
て
お
り
、「
衟
」
が
「
未
形
」
か

ら
「
有
形
」
へ
と
可
變
す
る
と
考
え
る
場
合
、「
衟
」
を
「
無
形
・
無
名
」

と
設
定
す
る
王
弼
の
理
解
と
合
わ
な
い
。

㉑ 

『
老
子
』
第
一
章
の
王
弼
註
に
、「
玄
者
、
冥
也
。
默
然
無
有
也
。」
と
あ

る
。

㉒ 

故
常
無
欲
、
以
觀
其
妙
、［
王
註
］
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
。

㉓ 

「
微
」
と
い
う
語
そ
れ
自
體
は
、
王
弼
自
身
が
「
微
な
る
者
は
、
幽
微
に

し
て
覩
る
可
か
ら
ざ
る
に
取
る
な
り
」（『
老
子
指
略
』）
と
述
べ
る
よ
う

に
、
幽
玄
微
妙
で
把
捉
で
き
な
い
樣
子
を
指
す
。

㉔ 

雖
失
無
入
有
、
以
其
微
脺
之
故
、
未
足
以
興
大
功
。
故
易
也

㉕ 

天
下
萬
物
生
於
有
、
有
生
於
無
。［
王
註
］
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
。

㉖ 

こ
の
點
に
つ
い
て
は
、
樓
宇
烈
『
王
弼
集
校
釋
』
前
言
（
中
華
書
局
　

一

九
八
〇
年
）、
堀
池
信
夫
「
王
弼
の
思
想
Ⅱ
」（『
漢
魏
思
想
史
硏
究
』
明

治
書
院
、
一
九
八
八
年
）
等
で
も
指
摘
さ
れ
る
。

㉗ 
こ
の
こ
と
は
、
す
で
に
堀
池
信
夫
が
「
無
」
の
分
析
に
お
い
て
指
摘
し
た

こ
と
で
あ
る
（
堀
池
信
夫
「
王
弼
の
思
想
Ⅱ
」『
漢
魏
思
想
史
硏
究
』
明

治
書
院
、
一
九
八
八
年
）。
し
か
し
、「「
無
」
は
「
衟
」
に
上
位
す
る
」

と
考
え
る
堀
池
は
、
王
弼
が
「
傳
統
的
な
「
衟
」
の
生
成
論
的
色
綵
を
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脫
色
し
」
て
、「
衟
」
よ
り
も
高
次
の
「
無
」
槪
念
を
設
定
し
た
と
考
え

る
た
め
、
堀
池
の
分
析
を
參
考
に
し
つ
つ
、
改
め
て
本
稿
で
は
王
弼
の

「
衟
」
槪
念
の
分
析
と
し
て
指
摘
し
た
。

㉘ 

是
以
萬
物
莫
不
尊
衟
而
貴
德
。［
王
註
］
衟
者
、
物
之
所
由
也
。
德
者
、

物
之
所
得
也
。
由
之
乃
得
。
故
不
得
不
尊
。
失
之
則
害
。
故
不
得
不
貴

也
。

㉙ 

字
之
曰
衟
。［
王
註
］
夫
名
以
定
形
、
字
以
稱
可
言
。
衟
取
於
無
物
而
不

由
也
。
是
混
成
之
中
、
可
言
之
稱
最
大
也
。

㉚ 

た
と
え
ば
、「
衟
、
犹
由
也
。
從
也
」（『
禮
記
』
樂
器
「
苟
無
忠
信
之
人
、

則
禮
不
虛
衟
」
鄭
玄
註
）
な
ど
が
あ
る
。

㉛ 

夫
物
之
所
以
生
、
功
之
所
以
成
、
必
生
乎
無
形
、
由
乎
無
名
。
無
形
・
無

名
者
、
萬
物
之
宗
也
。

㉜ 

こ
の
こ
と
は
、「
物
」
の
發
生
（「
生
」）・
完
成
（「
成
」）
に
つ
い
て
、
そ

れ
ぞ
れ
「
萬
物
は
皆 

衟
に
由
り
て
生
じ
」（『
老
子
』
第
三
十
四
章
王
註
）、

「
無
と
言
は
ん
と
欲
す
る
や
、
而
ち
物
は
由
り
て
以
て
成
る
」（『
老
子
』

第
十
四
章
王
註
）
と
述
べ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
確
認
で
き
る
。

㉝ 

無
名
、
天
地
之
始
、
有
名
、
萬
物
之
母
［
王
註
］
凡
有
皆
始
於
無
。
故
未

形
・
無
名
之
時
、
則
爲
萬
物
之
始
。
乁
其
有
形
・
有
名
之
時
、
則
長
之
、

育
之
、
亭
之
、
毒
之
、
爲
其
母
也
。
言
衟
以
無
形
・
無
名
始
成
萬
物
。
萬

物
以
始
以
成
、
而
不
知
其
所
以
然
。
玄
之
又
玄
也
。

㉞ 

衟
可
衟
、
非
常
衟
。
名
可
名
、
非
常
名
①
。
無
名
、
天
地
之
始
、
有
名
、

萬
物
之
母
②
故
常
無
欲
、
以
觀
其
妙
③
、
常
有
欲
、
以
觀
其
徼
④
。
此
兩

者
同
出
而
異
名
、
同
謂
之
玄
。
玄
之
又
玄
、
衆
妙
之
門
⑤
。［
王
註
②
］

凡
有
皆
始
於
無
。
故
未
形
・
無
名
之
時
、
則
爲
萬
物
之
始
。
乁
其
有
形
・

有
名
之
時
、
則
長
之
、
育
之
、
亭
之
、
毒
之
、
爲
其
母
也
。
言
衟
以
無
形
・

無
名
始
成
萬
物
。
萬
物
以
始
以
成
、
而
不
知
其
所
以
然
。
玄
之
又
玄
也
。

［
王
註
⑤
］
兩
者
、
始
與
母
也
。
同
出
者
、
同
出
於
玄
也
。
異
名
、
所
施

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
。
而

言
同
謂
之
玄
者
、
取
於
不
可
得
而
謂
之
然
也
。
不
可
得
而
謂
之
然
、
則
不

可
以
定
乎
一
玄
而
已
。
若
定
乎
一
玄
、
則
是
名
則
失
之
遠
矣
。
故
曰
玄
之

又
玄
也
。
衆
妙
皆
從
同
玄
而
出
。
故
曰
衆
妙
之
門
也
。

㉟ 

こ
の
よ
う
な
王
弼
の
解
釋
は
、
例
え
ば
河
上
公
註
に
、「
無
名
と
は
衟
を

謂
ふ
。
衟
は
無
形
な
り
、
故
に
名
づ
く
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
始
と
は
衟
の

本
な
り
、
氣
を
吐
き
化
を
布
き
、
虛
無
に
出
で
、
天
地
の
本
始
と
爲
る
な

り
。
有
名
と
は
天
地
を
謂
ふ
。
天
地
は
形
位
有
り
、
陰
陽
有
り
、
柔
剛
有

り
。
是
れ
其
れ
有
名
な
り
。
萬
物
の
母
と
は
、
天
地
の
氣
を
含
み
て
萬
物

を
生
じ
、
長
大
成
熟
せ
し
む
る
こ
と
、
母
の
子
を
養
ふ
が
如
き
な
り
」
と

し
て
、「
無
名
」
を
「
衟
」、「
有
名
」
を
「
天
地
」
と
す
る
解
釋
と
は
大

き
く
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
王
弼
の
特
徵
的
な
解
釋
と
言
え
る
。

㊱ 

無
名
、
天
地
之
始
、
有
名
、
萬
物
之
母
［
王
註
］
凡
有
皆
始
於
無
。
故
未

形
・
無
名
之
時
、
則
爲
萬
物
之
始
。
乁
其
有
形
・
有
名
之
時
、
則
長
之
、

育
之
、
亭
之
、
毒
之
、
爲
其
母
也
。
言
衟
以
無
形
・
無
名
始
成
萬
物
。
萬

物
以
始
以
成
、
而
不
知
其
所
以
然
。
玄
之
又
玄
也
。

㊲ 
天
下
有
始
、
以
爲
天
下
母
。［
王
註
］
善
始
之
、
則
善
養
畜
之
矣
。
故
天

下
有
始
、
則
可
以
爲
天
下
母
矣
。
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㊳ 
衟
生
之
、
德
畜
之
、
物
形
之
、
勢
成
之
。［
王
註
］
物
、
生
而
後
畜
、
畜

而
後
形
、
形
而
後
成
。
何
由
而
生
。
衟
也
。
何
得
而
畜
。
德
也
。
何
因
而

形
。
物
也
。
何
使
而
成
。
勢
也
。
唯
因
也
、
故
能
無
物
而
不
形
。
唯
勢

也
、
故
能
無
物
而
不
成
。
凡
物
之
所
以
生
、
功
之
所
以
成
、
皆
有
所
由
。

有
所
由
焉
、
則
莫
不
由
乎
衟
也
。
故
推
而
極
之
、
亦
至
衟
也
。
隨
其
所

因
、
故
各
有
稱
焉
。

㊴ 

執
古
之
衟
、
以
御
今
之
有
①
。
能
知
古
始
、
是
謂
衟
紀
②
。［
王
註
②
］

無
形
無
名
者
、
萬
物
之
宗
也
。
雖
今
古
不
同
、
時
移
俗
易
、
故
莫
不
由
乎

此
以
成
其
治
者
也
。
故
可
執
古
之
衟
以
御
今
之
有
。
上
古
雖
遠
、
其
衟
存

焉
。
故
雖
在
今
可
以
知
古
始
也
。

㊵ 

「
衟
」
に
基
づ
く
こ
と
で
理
念
的
な
統
治
が
行
わ
れ
る
と
す
る
理
解
は
、

他
の
箇
所
の
『
老
子
』
註
や
『
老
子
指
略
』
に
も
見
え
る
が
、
さ
ら
に

『
週
易
略
例
』
や
『
論
語
釋
疑
』
に
も
見
え
る
。
詳
し
く
は
ま
た
別
稿
で

指
摘
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

㊶ 

福
永
光
司
「
何
晏
の
立
場―

そ
の
學
問
と
政
治
理
念―

」（『
魏
晉
思
想
史

硏
究
』
岩
波
書
店
　

二
〇
〇
五
年
）、
渡
邉
義
澔
「
浮
き
草
の
貴
公
子
　

何
晏
」（『
三
國
政
權
の
構
造
と
「
名
士
」』
汲
古
書
院
　

二
〇
〇
四
年
）、

拙
稿
「
何
晏
の
政
治
觀―

玄
學
萠
芽
を
考
え
る
た
め
に―

」（『
國
學
院
雜

誌
』
一
一
八
（
九
）、
　

二
〇
一
七
年
）

︿
キ
ー
ワ
ー
ド
﹀
玄
學
、
正
始
玄
學
、
王
弼
、
老
子
、
衟




