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王
弼
に
お
け
る
「
衟
」
と
理
想
的
統
治

三

は
じ
め
に

王
弼
は
、
魏
・
正
始
年
閒
（
二
四
〇
～
二
四
九
年
）
に
生
き
た
人
物
で
あ
り
、
同

時
代
に
は
『
論
語
集
解
』
を
著
し
た
何
晏
が
い
る
。
彼
ら
は
魏
晉
朞
を
通
し
て
流

行
し
た
「
玄
學
」
と
い
う
學
問
思
潮
の
先
驅
的
存
在
で
あ
り
、
な
か
で
も
王
弼
の

思
想
は
後
世
に
多
大
な
影
響
を
與
え
た
。

王
弼
の
著
作
の
う
ち
現
在
に
も
傳
わ
る
も
の
は
、『
周
易
略
例
』・『
周
易
』
㊟
、

『
老
子
指
略
』・『
老
子
』
㊟
、
そ
し
て
『
論
語
釋
疑
』
の
一
部
で
あ
る
。
い
わ
ゆ

る
儒
家
・
衟
家
に
ま
た
が
っ
て
㊟
釋
を
施
し
た
こ
と
は
何
晏
・
王
弼
の
特
徵
で
あ

り
、
先
行
硏
究
で
も
問
題
と
さ
れ
て
き
た
。
以
歬
に
支
配
的
で
あ
っ
た
見
解
は
、

そ
れ
が
儒
敎
を
衟
家
に
引
き
つ
け
る
思
想
的
營
爲
で
あ
る（

１
）、
あ
る
い
は
儒
敎
か
ら

脫
却
す
る
思
想
的
營
爲
で
あ
る（

２
）と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
近
年
の
硏
究
で
は
、

王
弼
の
思
想
、
あ
る
い
は
「
玄
學
」
も
、
儒
敎
の
內
部
で
展
開
さ
れ
て
い
る
と
い

う
見
方
が
增
え（

３
）、
日
本
に
お
い
て
は
主
流
的
な
見
解
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
王
弼
が
儒
敎
の
枠
內
で
思
想
を
形
成
し
て
い
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
王
弼

は
『
老
子
』
に
㊟
釋
を
施
し
た
の
か
。
ま
た
、
な
ぜ
儒
家
系
典
籍
の
な
か
で
も

『
周
易
』・『
論
語
』
に
㊟
釋
を
施
し
た
の
か
。
こ
れ
は
、「
玄
學
」
の
う
ち
で
『
老

子
』・『
莊
子
』・『
周
易
』
の
「
三
玄（
４
）」
お
よ
び
『
論
語
』
が
重
要
な
書
籍
で
あ
る

こ
と
を
鑑
み
れ
ば（

５
）、「
玄
學
」
と
い
う
學
問
思
潮
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の

か
と
い
う
問
い
に
も
連
な
る
だ
ろ
う
。

た
だ
、
こ
の
問
題
を
考
え
る
た
め
に
は
、
王
弼
の
思
想
內
容
を
理
解
し
た
う
え

で
、
さ
ら
に
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
『
老
子
』・『
周
易
』・『
論
語
』
の
㊟
釋
へ
と
表

れ
て
い
る
の
か
を
確
認
す
る
作
業
が
必
要
で
あ
る
。
王
弼
の
思
想
に
つ
い
て
は
、

從
來
、「
衟
」
や
「
無
」
と
い
っ
た
槪
念
そ
れ
自
體
を
個
別
的
に
掘
り
下
げ
る
硏

究
が
多
く
、
王
弼
が
そ
う
し
た
「
衟
」
や
「
無
」
と
い
っ
た
槪
念
を
用
い
て
い
か

な
る
思
想
を
形
成
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
ま
で
進
め
て
論
じ
た
も
の
は
少
な
い
。

そ
こ
で
、
本
論
文
で
は
、
ま
ず
王
弼
が
「
衟
」
の
哲
學
の
先
に
い
か
な
る
思
想
を

形
成
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
確
認
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

そ
し
て
、
そ
れ
を
踏
ま
え
、
王
弼
の
思
想
が
『
老
子
』
㊟
・『
周
易
』
㊟
・『
論

語
釋
疑
』
に
ど
の
よ
う
に
表
れ
て
い
る
か
を
見
る
こ
と
で
、
王
弼
の
思
想
、
ひ
い

て
は
「
玄
學
」
と
い
う
學
問
思
潮
が
い
か
な
る
思
想
的
營
爲
で
あ
っ
た
の
か
を
考

察
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。

王
弼
に
お
け
る
「
衟
」
と
理
想
的
統
治
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四

は
天
地
の
始
め
で
あ
り
、（
萬
物
が
）
㊒
形
㊒
名
の
時
に
は
萬
物
の
母
で
あ
る
」
と

解
す
る
こ
と
で）

（（
（

、「
衟
」
が
萬
物
の
存
在
・
活
動
を
支
え
る
こ
と
を
述
べ
た
章
だ

と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
㊟
釋
で
は
、『
老
子
』
の
解
釋
と
い
う
方
法
を
取

り
な
が
ら
、
そ
う
し
た
「
衟
」
に
よ
る
萬
物
の
支
え
方
に
つ
い
て
具
體
的
な
說
朙

も
な
さ
れ
て
い
る
（
二
重
傍
線
部
）。
そ
の
論
理
を
こ
こ
で
詳
述
す
る
こ
と
は
し
な

い
が）

（1
（

、
と
く
に
㊟
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
そ
の
萬
物
の
具
體
的
な
關
係
の
仕
方

に
つ
い
て
の
根
據
が
「
そ
も
そ
も
㊒
は
す
べ
て
無
に
始
ま
る
」（
波
線
部
）
と
い
う

命
題
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
命
題
は
、『
老
子
』
本
文
や
そ
の

他
の
文
獻
に
基
づ
く
も
の
が
な
い
こ
と
か
ら）

（1
（

、
王
弼
自
身
が
設
定
し
た
「
無
」
と

「
㊒
」
と
の
關
係
性
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
王
弼
は
、『
老
子
』
第

一
章
を
「
衟
」
が
萬
物
の
存
在
・
活
動
を
支
え
る
こ
と
を
述
べ
る
章
と
解
し
た
う

え
で
、
さ
ら
に
㊟
釋
で
「
㊒
」
の
「
始
め
」
と
な
る
「
無
」
と
い
う
槪
念
を
持
ち

出
し
、「
衟
」
と
萬
物
と
の
關
係
を
說
朙
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。『
老

子
』
第
一
章
㊟
は
、『
老
子
』
㊟
と
い
う
形
式
を
取
り
な
が
ら
も
、
こ
う
し
た

樣
々
な
仕
掛
け
を
經
て
、『
老
子
』
本
文
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
越
え
る
、
王

弼
自
身
の
「
衟
」
理
解
を
提
示
す
る
の
で
あ
る
。

二
、
王
弼
の
『
老
子
』
解
釋
に
お
け
る
も
う
一
つ
の
議
論

し
か
し
、『
老
子
指
略
』
の
行
論
、
そ
し
て
『
老
子
』
㊟
の
構
成
を
見
て
み
る

と
、
王
弼
は
そ
う
し
た
自
身
の
考
え
る
「
衟
」
理
解
の
提
示
だ
け
を
目
的
と
し
て

『
老
子
』
を
解
釋
し
て
い
る
譯
で
は
な
い
こ
と
に
氣
づ
く
。

ま
ず
、
王
弼
が
『
老
子
』
の
大
意
を
述
べ
た
『
老
子
指
略
』
の
行
論
を
見
て
み

る
と
、「
無
形
無
名
」
な
る
も
の
が
「
萬
物
の
宗
」
と
述
べ
た
あ
と
、
さ
ら
に
次

の
よ
う
に
議
論
が
進
む
。（
說
朙
の
都
合
上
、
五
段
に
分
節
す
る
。）

ⅰ
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

一
、『
老
子
』
註
に
見
え
る
王
弼
の
「
衟
」
理
解

王
弼
の
思
想
の
う
ち
で
最
も
根
幹
に
位
置
す
る
の
は
、「
衟
」
あ
る
い
は
「
無

形
無
名
」
に
つ
い
て
の
議
論
で
あ
る（

６
）。
た
と
え
ば
、
王
弼
が
『
老
子
』
の
大
意
を

述
べ
た
『
老
子
指
略
』
の
冐
頭
は
次
の
よ
う
に
始
ま
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（

７
）。（『

老
子
指
略
』）

こ
の
よ
う
に
王
弼
は
、「
無
形
無
名
」
を
萬
物
の
根
源
と
考
え
る
。
こ
の
「
無
形

無
名
」
と
は
、
端
的
に
言
え
ば
「
衟
」
の
こ
と
で
あ
り（

８
）、「
萬
物
の
宗
」
と
い
う

語
も
『
老
子
』
第
四
章
の
本
文
に
、「
衟
は
沖
に
し
て
之
を
用
ふ
る
も
或つ

ね

に
盈
た

ず
。
淵
と
し
て
萬
物
の
宗
に
似
た
り（

９
）」
と
あ
る
の
に
基
づ
く
。
そ
し
て
、「
衟
」

が
「
萬
物
の
宗
」
と
し
て
、
ど
の
よ
う
に
萬
物
を
支
え
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、

『
老
子
』
第
一
章
㊟
に
そ
の
大
要
が
述
べ
ら
れ
る
。

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

［
王
㊟
］
凢
そ
㊒
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
㊒
形
㊒
名
の
時
に
及
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
。
以
て
始
ま
り
以
て
成
る

も
、
其
の
所
以
を
知
ら
ず
。
玄
の
又
た
玄
な
れ
ば
な
り）

（1
（

。（『
老
子
』
第
一
章
）

こ
の
『
老
子
』
第
一
章
に
對
す
る
王
弼
の
㊟
釋
で
、
ま
ず
特
徵
的
と
言
え
る

の
が
、『
老
子
』
第
一
章
の
「
無
名
に
は
、
天
地
の
始
め
、
㊒
名
に
は
、
萬
物
の

母
」
と
い
う
本
文
に
つ
い
て
、「
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
」（
一
重
傍
線
部
）
と
解
釋
す
る
こ
と
で
あ
る
。

よ
り
具
體
的
に
言
え
ば
、
王
弼
は
、「
無
名
に
は
、
天
地
の
始
め
、
㊒
名
に
は
、

萬
物
の
母
」
と
い
う
『
老
子
』
本
文
を
、「（
衟
は
、
萬
物
が
）
未
形
無
名
の
時
に
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五

し
、
こ
う
し
た
「
衟
」
に
つ
い
て
の
言
及
は
、
ⅳ
に
お
い
て
一
轉
し
、「
だ
か
ら

大
象
を
執
る
な
ら
ば
天
下
は
（
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
）
運
行
し
、
大
音
を
用
い
る
な

ら
ば
習
俗
は
（
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
）
推
移
す
る
」
と
續
く
。「
衟
」
の
樣
相
・
機

能
に
つ
い
て
の
說
朙
は
、
さ
ら
に
「
衟
」
を
執
り
用
い
る
こ
と
で
順
調
に
萬
物
が

變
化
し
て
い
く
と
い
う
理
想
的
な
統
治
狀
態
に
つ
い
て
の
議
論
へ
と
展
開
し
て
い

く
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
最
終
的
に
結
論
部
分
の
ⅴ
で
は
、「
そ
う
い
う
わ
け
で
天
は
五
物
を

生
み
出
し
て
は
い
る
が
、
無
物
に
よ
っ
て
は
た
ら
き
を
爲
し
て
お
り
、
聖
人
は
五

敎
を
行
っ
た
が
、
不
言
に
よ
っ
て
敎
化
を
果
た
す
の
で
あ
る
」
と
し
て
、
天
・
聖

人
の
治
世
、
い
わ
ゆ
る
「
無
爲
の
治
」
へ
の
議
論
へ
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
。
王
弼

は
、「
衟
」
を
用
い
て
萬
物
を
統
治
す
る
主
體
と
し
て
具
體
的
に
は
天
・
聖
人
を

想
定
し
、
そ
れ
ら
が
「
衟
」
を
用
い
る
こ
と
で
直
接
的
に
は
は
た
ら
き
か
け
る
こ

と
な
く
萬
物
を
治
め
て
い
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
王
弼
『
老
子
』
㊟
全
體
の
構
成
を
見
て
み
て
も
、
上
篇
最
初
の
第
一
章

㊟
で
は
、「
衟
」
と
萬
物
と
の
關
係
が
詳
し
く
說
朙
さ
れ
る
の
に
對
し
、
下
篇
最

初
の
第
三
十
八
章
で
は
、「
德
」
に
つ
い
て
の
解
釋
と
い
う
形
式
を
と
り
な
が
ら
、

結
局
の
と
こ
ろ
理
想
的
統
治
狀
態
に
つ
い
て
詳
し
く
言
及
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
冐

頭
は
次
の
よ
う
に
始
ま
る
。

上
德
は
德
と
せ
ず
、
是
を
以
て
德
㊒
り
。
下
德
は
德
を
失
は
ず
、
是
を
以
て

德
無
し
。
上
德
は
無
爲
に
し
て
以
て
爲
す
無
く
、
下
德
は
之
を
爲
し
て
以
て

爲
す
㊒
り
。
…
…

［
王
㊟
］
德
と
は
、
得
な
り
。
常
に
得
て
喪
ふ
無
く
、
利
し
て
害
ふ
無
し
。

故
に
德
を
以
て
名
と
爲
す
。
何
を
以
て
德
を
得
ん
。
衟
に
由
る
な
り
。
何
を

以
て
德
を
盡
く
さ
ん
。
無
を
以
て
用
と
爲
す
。
無
を
以
て
用
と
爲
せ
ば
、
則

ち
載
せ
ざ
る
は
莫
き
な
り
。
故
に
物
は
、
焉
を
無
と
す
れ
ば
則
ち
物
と
し
て

由
る
。
無
形
無
名
な
る
者
は
、
萬
物
の
宗
な
り
。

ⅱ
不
溫
不
涼
、
不
宮
不
商
た
り
。
之
を
聽
け
ど
も
得
て
聞
く
可
か
ら
ず
、
之
を

視
れ
ど
も
得
て
彰
ら
か
に
す
可
か
ら
ず
、
之
を
體
す
れ
ど
も
得
て
知
る
可
か

ら
ず
、
之
を
味
は
へ
ど
も
得
て
嘗
む
可
か
ら
ず
。
故
に
其
の
物
爲
る
や
則
ち

混
成
、
象
爲
る
や
則
ち
無
形
、
音
爲
る
や
則
ち
希
聲
、
味
爲
る
や
則
ち
無
呈

な
り
。
故
に
能
く
品
物
の
宗
主
と
爲
り
て
、
天
地
を
苞
通
し
、
經
ら
ざ
ら
し

む
る
靡な

き
な
り
。

ⅲ
若
し
溫
な
れ
ば
則
ち
涼
な
る
こ
と
能
は
ず
、
宮
な
れ
ば
則
ち
商
な
る
こ
と
能

は
ず
。
形
は
必
ず
分
か
る
る
所
㊒
り
、
聲
は
必
ず
屬つ

ら

な
る
所
㊒
り
。
故
に
象

に
し
て
形
あ
る
者
は
、
大
象
に
非
ざ
る
な
り
。
音
に
し
て
聲
あ
る
者
は
、
大

音
に
非
ざ
る
な
り
。
然
ら
ば
則
ち
、
四
象
は
形
あ
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
大
象�

以
て
暢
ぶ
る
無
し
。
五
音
は
聲
あ
ら
ざ
れ
ば
、則
ち
大
音�

以
て
至
る
無
し
。

四
象�

形
あ
り
て
物
の
主
と
す
る
所
無
け
れ
ば
、
則
ち
大
象�

暢
ぶ
。
五
音�

聲

あ
り
て
心
の
㊜
く
所
無
け
れ
ば
、
則
ち
大
音�
至
る
。

ⅳ
故
に
大
象
を
執
れ
ば
則
ち
天
下
徃
き
、
大
音
を
用
ふ
れ
ば
則
ち
風
俗
移
る
な

り
。
無
形�

暢
ぶ
れ
ば
、
天
下
徃
く
と
雖
も
、
徃
き
て
釋
く
能
は
ざ
る
な
り
。

希
聲�

至
れ
ば
、
風
俗
移
る
と
雖
も
、
移
り
て
辯
ず
る
能
は
ざ
る
な
り
。

ⅴ
是
の
故
に
天
は
五
物
を
生
ず
る
も
、
無
物
も
て
用
を
爲
し
、
聖
は
五
敎
を
行

ふ
も
、
不
言
も
て
化
を
爲
す）

（1
（

。（『
老
子
指
略
』）

こ
の
よ
う
に
、『
老
子
指
略
』
冐
頭
の
議
論
は
、
ⅰ
で
「
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
。
無
形
無
名
な

る
者
が
、
萬
物
の
根
源
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
以
降
、
ⅱ
に
お
い
て
「
衟
」
が

不
可
知
で
あ
る
が
ゆ
え
に
萬
物
の
宗
主
と
な
る
こ
と
、
ⅲ
に
お
い
て
「
衟
」
が
無

形
無
聲
で
あ
る
が
ゆ
え
に
す
べ
て
に
行
き
屆
く
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、
そ
の
歬
半
部

は
王
弼
の
想
定
す
る
「
衟
」
槪
念
の
具
體
的
な
說
朙
に
當
て
ら
れ
て
い
る
。
し
か
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は
、「
こ
う
い
う
譯
で
上
德
の
人
は
、
た
だ
衟
だ
け
を
は
た
ら
か
せ
て
お
り
、
そ

の
德
を
德
と
し
て
立
て
る
こ
と
が
な
く
、（
德
を
）
執
る
こ
と
も
用
い
る
こ
と
も

な
い
。
し
た
が
っ
て
德
を
も
ち
す
べ
て
を
成
し
遂
げ
る
の
で
あ
る
。（
し
か
し
）
求

め
る
こ
と
な
く
得
て
お
り
、
行
な
う
こ
と
な
く
果
た
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て

德
を
も
つ
に
も
拘
わ
ら
ず
德
の
名
は
無
い
の
で
あ
る
」（
二
重
傍
線
部
）
と
述
べ
ら

れ
る
。
上
德
の
人
が
「
衟
」
を
用
い
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
理
解
、
そ
し
て
、
そ

の
狀
態
が
求
め
る
こ
と
な
く
得
て
行
う
こ
と
な
く
果
た
す
狀
態
、
す
な
わ
ち
「
無

爲
」
の
狀
態
で
あ
る
と
い
う
理
解
は
、
や
は
り
『
老
子
指
略
』
と
同
樣
の
も
の
と

言
え
る
。

あ
る
い
は
、
こ
の
他
に
次
の
よ
う
な
言
も
『
老
子
』
第
三
十
八
章
㊟
に
は
見
え

る
。［

王
㊟
］
無
を
以
て
用
と
爲
せ
ば
、
則
ち
其
の
母
を
得
た
り
。
故
に
能
く
己

は
勞
せ
ず
し
て
物
は
理を

さ

ま
ら
ざ
る
無
し
。

［
王
㊟
］
夫
れ
之
を
載
す
る
に
大
衟
を
以
て
し
、
之
を
鎭
む
る
に
無
名
を
以

て
す
れ
ば
、
則
ち
物
は
尙
ぶ
所
無
く
、
志
は
營
む
所
無
し
。
各
〻
其
の
貞
に

任
じ
、
事
に
は
其
の
誠
を
用
ふ
れ
ば
、
則
ち
仁
德
は
厚
く
、
行
義
は
正
し
く
、

禮
敬
は
淸
し
。
…
…
之
を
載
す
る
に
衟
を
以
て
し
、
之
を
統
ぶ
る
に
母
を
以

て
す
。
故
に
之
を
顯
し
て
尙
ぶ
所
無
く
、
之
を
彰
し
て
競
ふ
所
無
し
。

［
王
㊟
］
夫
の
無
名
を
用
ふ
、
故
に
名
は
以
て
篤
な
り
。
夫
の
無
形
を
用
ふ
、

故
に
形
は
以
て
成
る
。
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
は
俱
に
㊒
り
て
、
邪
は
生
ぜ
ず
、
大
美

は
天
に
配
し
て
、
華
は
作お

こ

ら
ず）
（1
（

。（『
老
子
』
第
三
十
八
章
）

以
上
の
よ
う
に
、
王
弼
の
『
老
子
』
㊟
は
、『
老
子
衟4

德4

經
』
と
い
う
書
名
の

通
り
、
第
一
章
の
主
題
と
し
て
「
衟
」
を
、
第
三
十
八
章
の
主
題
と
し
て
「
德
」

を
扱
う
が
、
そ
の
實
、
第
一
章
㊟
で
は
、「
衟
」
が
萬
物
を
支
え
る
抽
象
的
世
界

經
ら
ざ
る
は
莫
く
、
焉
を
㊒
と
す
れ
ば
則
ち
以
て
其
の
生
を
免
る
る
に
足
ら

ず
。
是
を
以
て
天
地
は
廣
し
と
雖
も
、
無
を
以
て
心
と
爲
し
、
聖
王
は
大
と

雖
も
、
虛
を
以
て
主
と
爲
す
。
故
に
復
を
以
て
し
て
視
れ
ば
、
則
ち
天
地
の

心�
見
え
、
至
日
に
し
て
之
を
思
へ
ば
、
則
ち
先
王
の
主�

覩み

ゆ
と
曰
ふ
な
り
。

故
に
其
の
私
を
滅
し
て
其
の
身
を
無
と
す
れ
ば
、
則
ち
四
海
も
瞻み

ざ
る
は
莫

く
、
遠
近
も
至
ら
ざ
る
は
莫
し
。
其
の
己
を
殊
に
し
て
其
の
心
を
㊒
と
す
れ

ば
、則
ち
一
體
も
自
づ
か
ら
全
く
す
る
能
は
ず
、肌
骨
も
相�

容
る
る
能
は
ず
。

是
を
以
て
上
德
の
人
は
、
唯
だ
衟
の
み
是
れ
用
ひ
、
其
の
德
を
德
と
せ
ず
、

執
る
無
く
用
ふ
る
無
し
。
故
に
能
く
德
㊒
り
て
爲
さ
ざ
る
無
し
。
求
め
ず
し

て
得
、
爲
さ
ず
し
て
成
る
。
故
に
德
㊒
り
と
雖
も
而
れ
ど
も
德
の
名
無
き
な

り
。
下
德
は
求
め
て
之
を
得
、
爲
し
て
之
を
成
す
。
さ
す
れ
ば
則
ち
善
を
立

て
て
以
て
物
を
治
む
。
故
に
德
は
名�
焉
㊒
り
。
求
め
て
之
を
得
れ
ば
、
必

ず
失
ふ
㊒
り
、爲
し
て
之
を
成
せ
ば
、必
ず
敗
ふ
㊒
り
。
善
の
名�

生
ず
れ
ば
、

則
ち
不
善
㊒
り
て
焉
に
應
ず
。
故
に
下
德
は
之
を
爲
し
て
以
て
爲
す
㊒
る
な

り
。
…
…）

（1
（

（『
老
子
』
第
三
十
八
章
）

こ
の
よ
う
に
、『
老
子
』
第
三
十
八
章
㊟
は
「
德
と
は
、
得
な
り
」
と
い
う
訓

詁
か
ら
始
ま
り
、「
ど
の
よ
う
に
し
て
德
を
得
る
の
か
。（
そ
れ
は
）
衟
に
基
づ
く

の
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
に
し
て
德
を
盡
く
す
の
か
。（
そ
れ
は
）
無
を
は
た
ら
き
と

す
る
の
で
あ
る
。
無
を
は
た
ら
き
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
何
事
も
支
え
ら
れ
な
い

も
の
が
な
い
。
…
…
こ
う
い
う
譯
で
天
地
は
廣
漠
で
あ
る
と
は
い
っ
て
も
、
無
を

心
と
し
て
お
り
、
聖
王
は
偉
大
で
あ
る
と
は
い
っ
て
も
、
虛
を
主
と
し
て
い
る
」

（
一
重
傍
線
部
）
と
述
べ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
も
『
老
子
指
略
』
の
內
容
と

同
樣
に
、「
衟
」
に
基
づ
き
「
無
」
を
は
た
ら
き
と
す
る
こ
と
で
萬
物
が
治
ま
る

と
さ
れ
、
そ
の
統
治
の
主
體
に
天
地
・
聖
王
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、『
老
子
』
本
文
に
お
い
て
至
上
の
存
在
と
さ
れ
る
上
德
の
人
に
つ
い
て



王
弼
に
お
け
る
「
衟
」
と
理
想
的
統
治

七

古
は
遠
し
と
雖
も
、
其
の
衟
は
存
す
。
故
に
今
に
在
り
と
雖
も
以
て
古
始
を

知
る
可
き
な
り）

（1
（

。（『
老
子
』
第
十
四
章
）

こ
の
㊟
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
か
ず
に
統
治
を
果

た
さ
な
か
っ
た
者
は
い
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
る
。
王
弼
は
、「
衟
」
が
萬
物
の
根

源
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
衟
」
に
基
づ
い
て
統
治
を
行
う
と
い
う
理
念
的
な
統
治

論
を
導
き
出
す
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、『
老
子
』
本
文
に
も
、「
大
象
を
執
れ
ば
、

天
下�

徃
く）
11
（

」（
第
三
十
五
章
）
の
よ
う
に
、「
衟
」
と
統
治
を
結
び
つ
け
る
議
論
が

見
出
せ
な
い
譯
で
は
な
い
が
、
王
㊟
で
は
、
よ
り
直
接
的
に
「
衟
」
と
理
想
的
統

治
を
結
び
つ
け
た
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

で
は
、
な
ぜ
「
衟
」
に
基
づ
く
こ
と
で
理
想
的
な
統
治
が
行
え
る
の
か
。
こ
れ

に
つ
い
て
、『
老
子
』
第
二
十
三
章
㊟
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。

故
に
衟
に
從
事
す
る
者
は
、
衟
者
に
し
て
衟
に
同
じ
く
①
、
德
者
に
し
て
德

に
同
じ
く
②
、
失
者
に
し
て
失
に
同
じ
③
。

［
王
㊟
①
］
從
事
と
は
、
擧
動�

衟
に
從
事
す
る
者
を
謂
ふ
な
り
。
衟
は
無
形

無
爲
を
以
て
萬
物
を
成
濟
す
。
故
に
衟
に
從
事
す
る
者
は
無
爲
を
以
て
居
と

爲
し
、
不
言
を
敎
へ
と
爲
し
、
緜
緜
と
し
て
存
す
る
が
若
く
し
て
、
物
は
其

の
眞
を
得
た
り
。
衟
と
體
を
同
じ
く
す
。
故
に
衟
に
同
じ
と
曰
ふ）

1（
（

。（『
老
子
』

第
二
十
三
章
）

こ
こ
で
王
弼
は
、「
衟
は
無
形
無
爲
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
萬
物
を
完
成
さ
せ
統

治
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
衟
に
從
事
す
る
者
は
無
爲
を
立
場
と
し
、
不
言
を
敎
え

と
し
、
綿
綿
と
存
在
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
っ
て
、（
そ
れ
に
よ
っ
て
）
物
は
そ

の
眞
を
得
る
」（
一
重
傍
線
部
）
と
述
べ
る
。
こ
の
「
無
爲
を
以
て
居
と
爲
し
、
不

言
を
敎
へ
と
爲
す
」
と
い
う
表
現
は
、
先
に
見
た
『
老
子
』
第
二
章
本
文
の
「
聖

人
は
無
爲
の
事
に
處
り
、
不
言
の
敎
へ
を
行
ふ
」
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

像
が
構
築
さ
れ
、
第
三
十
八
章
㊟
で
は
、「
衟
」
を
用
い
る
理
想
的
な
統
治
狀
態

に
つ
い
て
說
朙
が
行
わ
れ
る
。
王
弼
と
言
え
ば
、「
衟
」
を
中
心
に
展
開
す
る
彼

の
形
而
上
學
的
思
索
が
㊟
目
さ
れ
る
が
、『
老
子
』
㊟
を
通
讀
す
れ
ば
朙
ら
か
な

よ
う
に
、
そ
れ
と
同
樣
か
そ
れ
以
上
に
、『
老
子
』
㊟
全
體
で
は
理
想
的
な
統
治

狀
態
に
つ
い
て
の
言
及
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
、
理
想
的
統
治
に
關
す
る
理
論

で
は
、
そ
う
し
た
王
弼
の
考
え
る
理
想
的
統
治
狀
態
に
つ
い
て
、
改
め
て
王
弼

の
理
論
を
詳
し
く
追
っ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

そ
も
そ
も
『
論
語
』
に
お
い
て
も
『
老
子
』
に
お
い
て
も
、
理
想
的
な
統
治
狀

態
と
し
て
想
定
さ
れ
る
の
は
「
無
爲
の
治
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
と
く
に
聖
人
の

統
治
狀
態
と
し
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
以
下
に
一
例
を
擧
げ
る
。

子
曰
く
、「
無
爲
に
し
て
治
ま
る
者
は
、
其
れ
舜
な
る
か
。
夫
れ
何
を
か
爲

さ
ん
や
。
己
を
恭
し
く
し
て
正
し
く
南
面
す
る
の
み
」と）

（1
（

。（『
論
語
』衞
靈
公
）

是
を
以
て
聖
人
は
無
爲
の
事
に
處
り
、
不
言
の
敎
へ
を
行
ふ
。
萬
物
は
作お
こ

る

も
辭
せ
ず
、生
ず
る
も
㊒
せ
ず
、爲
す
も
恃
ま
ず
、功�
成
る
も
居
ら
ず）
（1
（

。（『
老

子
』
第
二
章
）

そ
し
て
、
こ
こ
ま
で
も
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
王
弼
は
「
衟
」
槪
念
と
理
想
的

統
治
狀
態
を
結
び
つ
け
る
。
こ
の
こ
と
を
端
的
に
窺
え
る
の
は
次
の
『
老
子
』
㊟

で
あ
る
。

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

衟
紀
と
謂
ふ
②
。

［
王
㊟
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
、
故も

と

よ
り
此
に
由
ら
ず
し
て
以
て
其
の
治
を

成
す
者
莫
き
な
り
。
故
に
古
の
衟
を
執
り
て
以
て
今
の
㊒
を
御
す
可
し
。
上



日
本
中
國
學
會
報
　
第
七
十
三
集

八

始
ま
り
以
て
成
る
も
、
其
の
所
以
を
知
ら
ず
」
と
見
え
て
い
る
。
あ
る
い
は
第

二
十
一
章
㊟
に
は
、「
萬
物
は
以
て
始
ま
り
以
て
成
る
も
、
其
の
然
る
所
以
を
知

ら
ず）

11
（

」
と
あ
り
、
同
文
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
ま
た
、
王
弼
が
聖
人
に
つ
い

て
「
衟
」
の
機
能
を
そ
の
ま
ま
反
映
す
る
存
在
と
み
な
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
で

き
よ
う
。
王
弼
に
よ
れ
ば
、「
無
爲
の
治
」
は
、
聖
人
が
「
衟
」
を
用
い
る
こ
と

で
「
衟
」
の
機
能
を
引
き
受
け
て
統
治
を
行
う
狀
態
で
あ
り
、「
衟
」
の
機
能
が

感
知
さ
れ
な
い
の
と
同
樣
、「
無
爲
の
治
」
も
感
知
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ

る
。

四
、『
週
易
』
註
・『
論
語
釋
疑
』
へ
の
表
れ
方

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
、
王
弼
は
、『
老
子
』
㊟
に
お
い
て
、「
衟
」
槪
念
を

萬
物
の
根
源
と
し
て
『
老
子
』
本
文
よ
り
も
洗
練
し
て
設
定
し
直
し
、
さ
ら
に

「
衟
」
を
用
い
る
こ
と
で
無
爲
で
あ
り
な
が
ら
萬
物
が
治
ま
る
と
い
う
理
想
的
な

統
治
の
狀
態
を
構
想
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
本
論
文
が
こ
こ
ま
で
『
周
易
』
や

『
論
語
』
の
㊟
釋
よ
り
も
先
に
『
老
子
』
㊟
の
議
論
を
確
認
し
て
き
た
の
は
、
王

弼
が
『
老
子
』
㊟
で
確
立
し
た
「
衟
」
槪
念
お
よ
び
政
治
思
想
を
も
と
に
『
周

易
』
や
『
論
語
』
に
㊟
釋
を
施
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、『
論
語
釋
疑
』
に
は
次
の
よ
う
な
㊟
が
あ
る
。

子
曰
く
、「
衟
に
志
し
、
德
に
據
り
、
仁
に
依
り
、
藝
に
遊
ぶ
」
と
。

［
王
㊟
］
衟
な
る
者
は
、
之
を
稱
す
る
無
く
、
通
ぜ
ざ
る
無
く
、
由
ら
ざ
る

無
き
な
り
。
之
を
況
へ
て
衟
と
曰
ふ
。
寂
然
と
し
て
體
無
く
、
象
を
爲
す
可

か
ら
ず
。
是
れ
衟
は
體
す
可
か
ら
ず
、
故
に
但
だ
志
慕
す
る
の
み）

11
（

。（『
論
語

㊟
疏
』
述
而
所
引
王
弼
『
論
語
釋
疑
』）

王
弼
は
、「
衟
に
志
す
」
と
い
う
『
論
語
』
本
文
に
つ
い
て
、「
衟
と
は
、
そ
れ
に

對
す
る
呼
び
名
が
無
く
、
通
じ
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
無
く
、
經
由
し
な
い
と
こ
ろ

そ
し
て
、
こ
こ
で
㊟
目
す
べ
き
は
、
そ
う
し
た
聖
人
に
よ
る
「
無
爲
」
が
、

「
衟
と
體
を
同
じ
く
す
（
衟
と
性
質
を
同
じ
く
す
る
）」（
二
重
傍
線
部
）
と
表
現
さ
れ

る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
王
弼
は
、「
衟
」
が
「
無
形
無
爲
を
以
て
萬
物
を

成
濟
す
」
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
を
用
い
る
聖
人
も
「
衟
」
と
性
質
を
同
じ
く
し
、

「
無
爲
」・「
不
言
」
に
よ
っ
て
物
の
眞
を
得
さ
せ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
そ
の
よ
う
に
「
衟
」
の
性
質
を
聖
人
が
引
き
受
け
て
統
治
を
行
っ
て
い

る
以
上
、「
衟
」
の
機
能
が
萬
物
に
感
知
さ
れ
な
か
っ
た
の
と
同
樣
、
聖
人
の
統

治
も
民
に
は
感
知
さ
れ
な
い
。『
老
子
』
第
十
七
章
㊟
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

太
上
は
、
下�

之
㊒
る
を
知
る
の
み
。
…
…
功
は
成
り
事
は
遂
ぐ
る
も
、
百

姓
は
皆�

我
を
自
然
と
謂
ふ
。

［
王
㊟
］
自
然
は
、
其
の
端
兆
は
得
て
見
る
可
か
ら
ざ
る
な
り
、
其
の
意
趣

は
得
て
覩
る
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
物
の
以
て
其
の
言
を
易
ん
ず
可
き
無
く
、

言
は
必
ず
應
㊒
り
。
故
に
悠
と
し
て
其
れ
言
を
貴
ぶ
と
曰
ふ
な
り
。
無
爲
の

事
に
居
り
、
不
言
の
敎
へ
を
行
ひ
、
形
を
以
て
物
を
立
て
ず
。
故
に
功
は
成

り
事
は
遂
ぐ
る
も
、
百
姓
は
其
の
然
る
所
以
を
知
ら
ざ
る
な
り）

11
（

。（『
老
子
』

第
十
七
章
）

こ
の
章
の
本
文
に
見
え
る
「
太
上
」
に
つ
い
て
、
王
弼
は
「
太
上
と
は
、
大
人
を

謂
ふ
な
り
（
太
上
、
謂
大
人
也
）」
と
し
て
、
大
人
、
す
な
わ
ち
聖
人
を
指
す
と
㊟

す
る）

11
（

。
そ
し
て
、
聖
人
が
「
無
爲
の
立
場
に
お
り
、
不
言
の
敎
え
を
行
い
、
形
を

用
い
て
物
を
定
め
な
い
」
と
し
て
、「
無
爲
」
の
統
治
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
述

べ
る
の
に
續
け
て
、
さ
ら
に
そ
の
「
無
爲
」
の
統
治
に
つ
い
て
、「
功
績
が
果
た

さ
れ
事
業
が
成
し
遂
げ
ら
れ
て
も
、
百
姓
は
そ
れ
が
そ
う
な
っ
て
い
る
理
由
を
知

ら
な
い
」
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
「
百
姓
は
其
の
然
る
所
以
を
知
ら
ざ
る
な
り
」
と
同
樣
の
表
現
は
、
す

で
に
見
た
『
老
子
』
第
一
章
㊟
に
も
「
衟
」
に
つ
い
て
の
表
現
と
し
て
、「
以
て



王
弼
に
お
け
る
「
衟
」
と
理
想
的
統
治

九

う
こ
と
で
、
そ
れ
を
議
論
に
組
み
込
ん
で
い
る
。

彖
に
曰
く
、
大
觀�

上
に
在
り
①
、
順
に
し
て
巽
、
中
正
に
し
て
以
て
天
下

に
觀し

め

す
。「
觀
は
、
盥
し
て
薦
せ
ず
、
孚
㊒
り
て
顒
若
た
り
」
と
は
、
下�

觀

て
化
す
る
な
り
。
天
の
神
衟
を
觀
る
に
、
四
時�

忒た
が

は
ず
。
聖
人
は
神
衟
を

以
て
敎
へ
を
設
け
て
、
天
下�

服
す
②
。

［
王
㊟
②
］
觀
の
衟
爲
る
や
、
刑
を
以
て
物
を
制
使
せ
ず
し
て
、
觀
を
以
て

物
を
感
化
す
る
者
を
統
說
す
る
な
り
。
神
は
則
ち
无
形
の
者
な
り
。
天
の
四

時
を
使
ふ
を
見
ざ
る
も
、
四
時
は
忒た

が

は
ず
。
聖
人
の
百
姓
を
使
ふ
を
見
ざ
る

も
、
百
姓
は
自
ら
服
す
る
な
り）

11
（

。（『
周
易
』
觀
卦
彖
傳
）

こ
の
よ
う
に
『
周
易
』
觀
卦
彖
傳
の
本
文
に
は
、「
下�

觀
て
化
す
る
な
り
」
と
い

う
民
の
感
化
を
述
べ
る
箇
所
が
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
王
弼
は
、「
天
が
四
時
を
掌

る
の
を
見
る
こ
と
は
な
い
が
、
四
時
は
違
わ
な
い
。
聖
人
が
百
姓
を
使
役
す
る
の

を
見
る
こ
と
は
な
い
が
、
百
姓
は
自
分
か
ら
服
從
す
る
」（
一
重
傍
線
部
）
と
し
て
、

「
天
」・「
聖
人
」
の
「
無
爲
の
治
」
を
朙
確
に
說
き
、
擴
大
解
釋
す
る
。
し
か
も
、

「
神
は
則
ち
无
形
の
者
な
り
」
と
し
て
（
波
線
部
）、『
周
易
』
本
文
の
「
神
衟
」
を

无
形
な
る
「
衟
」
と
し
、『
老
子
』
㊟
に
見
ら
れ
た
「
衟
」
と
同
樣
の
も
の
と
解

し
て
い
る
こ
と
も
窺
え
る
。
こ
れ
に
よ
り
、「
聖
人
は
神
衟
を
以
て
敎
へ
を
設
け

て
、
天
下�

服
す
」
と
い
う
『
周
易
』
本
文
が
、『
老
子
』
㊟
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
、

聖
人
が
「
衟
」
に
基
づ
く
こ
と
で
、「
無
爲
の
治
」
を
果
た
す
と
い
う
議
論
と
軌

を
一
に
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、『
論
語
釋
疑
』
に
も
、
次
の
よ
う
に
『
老
子
』
㊟
の
「
無
爲
の
治
」
の

理
論
を
反
映
さ
せ
た
㊟
釋
が
見
ら
れ
る
。

子
曰
く
、「
大
な
る
か
な
、
堯
の
君
爲
る
や
。
巍
巍
乎
と
し
て
唯
だ
天
を
大

と
爲
し
、
唯
だ
堯
の
み
之
に
則
る
。
蕩
蕩
乎
と
し
て
、
民�

能
く
焉
を
名
づ

く
る
こ
と
無
し
。
巍
巍
乎
と
し
て
、
其
れ
成
功
㊒
る
な
り
。
煥
乎
と
し
て
、

が
無
い
。
こ
の
よ
う
な
も
の
を
た
と
え
て
衟
と
い
う
。（
そ
れ
は
）
ひ
っ
そ
り
と
し

て
本
體
が
無
く
、
象
が
あ
る
で
も
な
い
。
す
な
わ
ち
衟
は
體
得
す
る
こ
と
が
で
き

ず
、
そ
れ
ゆ
え
た
だ
慕
う
だ
け
な
の
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
王
弼
の
論
理
に
沿
っ

て
言
え
ば
、「
衟
」
が
本
體
や
象
を
持
た
な
い
た
め
、
そ
れ
を
體
得
す
る
こ
と
は

で
き
ず
、
そ
れ
ゆ
え
『
論
語
』
本
文
に
「
衟
に
志
す
（
衟
に
志
慕
す
る
）」
と
あ
る
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、「
衟
」
の
性
質
に
基
づ
き
『
論
語
』

本
文
を
論
理
的
に
解
釋
し
よ
う
と
し
た
㊟
釋
と
言
え
る
が
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
る

「
之
を
稱
す
る
無
く
、
通
ぜ
ざ
る
無
く
、
由
ら
ざ
る
無
き
な
り
」、「
寂
然
と
し
て

體
無
く
、
象
を
爲
す
可
か
ら
ず
」
と
い
っ
た
「
衟
」
の
性
質
は
、『
老
子
』
㊟
で

確
立
さ
れ
た
「
衟
」
槪
念
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
具
體
的
に
、「
之
を
稱
す

る
無
し
」
と
い
う
の
は
、『
老
子
』
第
一
章
の
「
衟
の
衟い

ふ
可
き
は
、
常
衟
に
非

ず
（
衟
可
衟
、
非
常
衟
）」
に
對
し
て
、
王
弼
が
、「
衟い

ふ
可
き
の
衟
、
名
づ
く
可

き
の
名
は
、
事
を
指
し
形
を
造な

せ
ば
、
其
の
常
に
非
ざ
る
な
り）
11
（

」
と
㊟
し
、
言
葉

と
し
て
言
い
表
せ
る
衟
は
恆
久
不
變
の
本
來
的
な
「
衟
」
で
は
な
い
と
す
る
こ
と

が
想
起
さ
れ
る
し
、
ま
た
、「
通
ぜ
ざ
る
無
く
、
由
ら
ざ
る
無
き
な
り
」、「
寂
然

と
し
て
體
無
く
、
象
を
爲
す
可
か
ら
ず
」
に
つ
い
て
は
、
近
い
表
現
が
『
老
子
』

第
十
四
章
㊟
に
、「
無
狀
無
象
、
無
聲
無
響
な
り
。
故
に
能
く
通
ぜ
ざ
る
所
無
く
、

徃
か
ざ
る
所
無
し）

11
（

」、
第
二
十
五
章
㊟
に
、「
寂
寥
と
し
て
、
形
體
無
き
な
り）
11
（

」

と
あ
っ
て
、「
衟
」
に
つ
い
て
「
形
も
無
く
象
も
な
く
、
音
も
な
く
響
き
も
な
い
。

そ
の
た
め
通
じ
な
い
と
こ
ろ
が
な
く
、
行
き
つ
か
な
い
と
こ
ろ
が
な
い
」、「
ひ
っ

そ
り
と
し
て
、
形
體
を
も
た
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
、
王
弼
は
『
論
語
』
へ
の
㊟
釋
で
あ
っ
て
も
、『
老
子
』
㊟
で
確
立
し

た
「
衟
」
槪
念
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

他
の
例
も
見
て
み
た
い
。
た
と
え
ば
、
王
弼
は
、
本
來
的
に
「
無
爲
の
治
」
に

相
當
す
る
內
容
を
含
ま
な
い
『
周
易
』
本
文
に
對
し
、
以
下
の
よ
う
な
解
釋
を
行
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行
っ
て
い
る
。
逆
に
言
え
ば
、『
老
子
』
㊟
に
お
い
て
「
衟
」
槪
念
や
「
無
爲
の

治
」
に
つ
い
て
の
理
論
が
確
立
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
以
上
の
よ
う
な
『
周
易
』

や
『
論
語
』
に
對
す
る
㊟
釋
は
つ
け
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
王

弼
は
『
老
子
』
の
㊟
釋
に
よ
っ
て
そ
の
思
想
を
形
成
し
、
そ
こ
で
構
築
し
た
思
想

を
背
景
と
し
て
『
周
易
』
や
『
論
語
』
を
解
釋
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
で

は
、『
老
子
』
㊟
で
確
立
し
た
理
論
を
も
と
に
『
周
易
』
や
『
論
語
』
に
㊟
釋
を

施
す
王
弼
の
こ
う
し
た
思
想
的
營
爲
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
最
後
に
、『
老

子
』・『
周
易
』・『
論
語
』
の
三
書
に
王
弼
が
㊟
釋
を
施
し
た
意
味
を
考
え
て
み
た

い
。

五
、
王
弼
思
想
の
試
み

王
弼
が
、『
老
子
』
に
基
づ
く
理
論
を
も
と
に
『
周
易
』
や
『
論
語
』
に
㊟
釋

を
施
し
た
意
味
を
考
え
る
際
に
、
立
ち
戾
っ
て
確
認
し
て
お
き
た
い
の
が
、『
老

子
』
㊟
に
見
え
る
聖
人
に
つ
い
て
、
す
な
わ
ち
、
王
弼
が
「
無
爲
の
治
」
の
構
想

で
そ
の
統
治
の
主
體
と
考
え
る
聖
人
に
つ
い
て
で
あ
る
。『
老
子
』
㊟
に
お
け
る

聖
人
に
つ
い
て
、
板
野
長
八
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

例
へ
ば
上
揭
第
四
十
九
章
の
註
に
見
え
る
無
心
に
し
て
動
く
に
常
に
因
る
所

の
聖
人
は
、
夫
天
地
設
位
、
聖
人
成
能
と
あ
る
が
如
く
、『
易
』
に
見
え
る

聖
人
の
こ
と
で
あ
り
、
又
第
二
十
八
章
の
註
で
…
…
此
の
樣
に
移
風
易
俗
せ

し
め
る
聖
人
は
必
し
も
衟
家
的
と
は
云
は
れ
な
い
で
あ
ら
う
。

ち
王
弼
は

儒
敎
的
な
聖
人
、
王
者
の
完
全
な
る
天
下
統
御
の
術
と
し
て
無
爲
又
は
因
を

考
へ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。（
板
野
長
八
「
何
晏
王
弼
の
思
想
」、『
東
方
學
報　

東
京
』
十
四
、一
九
四
三
年
）

板
野
長
八
は
、『
老
子
』
㊟
に
見
え
る
聖
人
に
つ
い
て
以
上
の
よ
う
に
述
べ
、「
易

註
に
於
て
は
勿
論
、
老
子
註
に
於
て
も
彼
の
思
想
と
す
る
聖
人
は
儒
敎
的
な
聖
人

其
れ
文
章
㊒
り
」
と
。

［
王
㊟
］
聖
人
は
天
に
則
る
の
德
㊒
り
。
唯
だ
堯
の
み
之
に
則
る
と
稱
す
る

所
以
の
者
は
、
唯
だ
堯
の
み
時
に
於
い
て
全
く
天
の
衟
に
則
る
な
り
。
蕩
蕩

は
、
無
形
無
名
の
稱
な
り
。
夫
の
名
の
名
づ
く
る
所
の
者
は
、
善
の
章あ

ら
は

る

る
所
㊒
り
て
、
惠
の
存
す
る
所
㊒
る
に
生
ず
。
善
惡�

相
ひ
傾
き
て
、
而
し

て
名
分�
形あ
ら
は

る
。
夫
の
大
愛
無
私
の
若
き
、
惠
は
將
た
安
に
か
在
ら
ん
。
至

美
無
偏
、
名
は
將
た
何
に
か
生
ぜ
ん
。
故
に
天
に
則
り
化
を
成
し
、
衟
は
自

然
に
同
じ
く
、
其
の
子
を
私
と
し
て
其
の
臣
を
君
と
せ
ず
。
凶
者
は
自
づ
か

ら
罰
し
、
善
者
は
自
づ
か
ら
功
あ
り
、
功
成
り
て
其
の
譽
を
立
て
ず
、
罰�

加
ふ
る
も
其
の
刑
を
任
せ
ず
。百
姓
は
日
に
用
ふ
る
も
然
る
所
以
を
知
ら
ず
、

夫
れ
又
た
何
ぞ
名
づ
く
可
け
ん
や）
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（

。（『
論
語
義
疏
』泰
伯
所
引
王
弼『
論
語
釋
疑
』）

王
弼
は
、
堯
の
治
世
を
稱
え
た
こ
の
『
論
語
』
本
文
に
つ
い
て
、「
凶
者
は
お
の

ず
と
罰
せ
ら
れ
、
善
者
は
お
の
ず
と
功
績
を
擧
げ
、
功
績
を
擧
げ
て
も
そ
の
名
聲

を
立
て
る
こ
と
な
く
、
罰
が
與
え
ら
れ
て
い
て
も
そ
の
刑
を
取
り
仕
切
ら
な
い
」

（
一
重
傍
線
部
）
と
し
て
、
堯
の
「
無
爲
の
治
」
を
稱
え
た
章
と
理
解
す
る
。
し
か

も
、
堯
を
形
容
し
た
「
蕩
蕩
」
と
い
う
語
を
「
無
形
無
名
の
稱
」
と
し
て
お
り

（
波
線
部
）、「
蕩
蕩
乎
と
し
て
、
民�

能
く
焉
を
名
づ
く
る
こ
と
無
し
」
と
い
う
本

文
は
、「
堯
は
無
形
無
名
で
、
民
は
そ
れ
を
名
付
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
解

釋
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
理
想
的
な
統
治
者
が
「
無
形
無
名
」
と
い
わ
れ
る
の
は
、

聖
人
が
「
無
形
無
名
」
と
い
う
「
衟
」
の
性
質
を
引
き
受
け
る
存
在
だ
か
ら
で
あ

り
、『
老
子
』
㊟
に
も
、
た
と
え
ば
『
老
子
』
第
五
十
八
章
㊟
に
、「
言
ふ
こ
こ
ろ

は
善
く
政
を
治
む
る
者
は
、
形
無
く
名
無
く
、
事
無
く
正
擧
す
可
き
無
し）

1（
（

」
と
見

え
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
王
弼
は
『
老
子
』
㊟
に
お
い
て
確
立
し
た
「
衟
」
槪
念
や

「
無
爲
の
治
」
に
關
す
る
理
論
を
も
と
に
、『
周
易
』
や
『
論
語
』
へ
の
㊟
釋
を
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一

て
補
强
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
の
新
し
い
形
式
の
「
無
爲
の
治
」
は
、『
老
子
』
の
㊟
釋
だ
け
で

な
く
、『
周
易
』
や
『
論
語
』
の
㊟
釋
と
し
て
も
提
示
さ
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
、

聖
人
の
書
で
あ
る
『
周
易
』
や
『
論
語
』
の
㊟
釋
と
し
て
提
示
さ
れ
る
こ
と
で
、

よ
う
や
く
そ
れ
が
本
當
の
意
味
で
新
し
い
形
式
の
「
無
爲
の
治
」
と
し
て
提
示
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
王
弼
が
『
老
子
』・『
周
易
』・『
論
語
』
と
い
う
三

書
に
㊟
釋
を
つ
け
た
の
は
、『
老
子
』
の
㊟
釋
に
お
い
て
新
し
い
「
無
爲
の
治
」

の
理
論
、
そ
し
て
そ
の
根
幹
を
な
す
「
衟
」
槪
念
を
構
想
し
、『
周
易
』
や
『
論

語
』
の
㊟
釋
に
お
い
て
そ
の
「
無
爲
の
治
」
の
提
示
を
行
う
た
め
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
際
に
『
周
易
』・『
論
語
』
と
い
う
典
籍
が
選
ば

れ
た
の
は
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。『
周
易
』
に
形
而
上
の
「
衟
」
槪
念
が
あ
り

『
論
語
』
に
「
無
爲
の
治
」
の
議
論
が
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
が
い
ず

れ
も
理
論
的
な
補
完
を
行
う
餘
地
が
あ
っ
た
こ
と
が
、
王
弼
が
自
身
の
構
想
を
そ

こ
に
埋
め
込
み
な
が
ら
㊟
釋
を
行
っ
た
理
由
と
考
え
得
る
。
王
弼
は
、『
老
子
』

へ
の
㊟
釋
に
よ
り
『
老
子
』
の
議
論
を
援
用
し
た
聖
人
の
無
爲
と
い
う
新
た
な
儒

敎
的
世
界
觀
の
理
論
的
基
盤
を
形
成
し
た
の
で
あ
り
、『
周
易
』・『
論
語
』
の
㊟

釋
に
よ
り
そ
の
新
た
な
儒
敎
的
世
界
觀
の
提
示
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

結
　
論

王
弼
は
、『
老
子
』
へ
の
㊟
釋
の
な
か
で
、「
衟
」
槪
念
を
萬
物
の
根
源
と
し
て

『
老
子
』
本
文
よ
り
も
洗
練
し
て
設
定
し
直
し
、
さ
ら
に
そ
の
「
衟
」
を
儒
敎
的

聖
人
が
用
い
る
こ
と
で
「
無
爲
の
治
」
が
果
た
さ
れ
る
と
い
う
理
論
を
形
成
し
て

お
り
、
儒
敎
の
「
無
爲
の
治
」
と
し
て
は
新
し
い
理
論
を
構
築
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
そ
う
し
た
『
老
子
』
㊟
で
確
立
し
た
「
衟
」
槪
念
お
よ
び
理
想
的
な
統
治
狀

で
あ
り
、
先
王
で
あ
っ
た
」（
同
上
）
と
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
例
以
外
に
も
、

『
老
子
』
㊟
に
は
次
の
よ
う
に
『
周
易
』
乾
卦
文
言
傳
の
「
夫
れ
大
人
な
る
者
は
、

天
地
と
其
の
德
を
合
す
（
夫
大
人
者
、
與
天
地
合
其
德
）」
と
い
う
言
を
踏
ま
え
た

㊟
釋
が
多
く
あ
る
。

［
王
㊟
］
聖
人
は
天
地
と
其
の
德
を
合
す
れ
ば
、
百
姓
を
以
て
芻
狗
に
比
ぶ

る
な
り）

11
（

。（『
老
子
』
第
五
章
）

［
王
㊟
］
天
と
德
を
合
し
、
衟
を
體
し
て
大
通
す
れ
ば
、
則
ち
乃
ち
虛
無
に

窮
極
す
る
に
至
る
な
り）

11
（

。（『
老
子
』
第
十
六
章
）

［
王
㊟
］
天
地
と
德
を
合
し
て
、
乃
ち
能
く
之
を
包
め
ば
、
天
の
衟
の
如
し
。

人
の
量
の
如
け
れ
ば
、
則
ち
各
〻
其
の
身
㊒
り
、
相
ひ
均
し
き
を
得
ず
。
惟

だ
無
身
無
私
の
如
き
か
。
自
然
に
し
て
、
然
る
後
に
乃
ち
能
く
天
地
と
德
を

合
す）

11
（

。（『
老
子
』
第
七
十
七
章
）

つ
ま
り
、『
老
子
』
㊟
を
見
れ
ば
、
王
弼
が
『
老
子
』
に
見
え
る
聖
人
で
あ
っ
て

も
そ
れ
を
儒
敎
的
聖
人
と
み
な
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
王
弼
が
『
老
子
』
㊟
に
お
い
て
萬
物
の
根
源
と
し
て
の

「
衟
」
槪
念
を
洗
練
し
、
ま
た
、
そ
の
「
衟
」
を
用
い
る
こ
と
で
「
無
爲
の
治
」

が
果
た
さ
れ
る
と
い
う
理
論
を
構
築
し
た
の
は
、
そ
の
ま
ま
儒
敎
的
聖
人
に
よ

る
「
無
爲
の
治
」
を
理
論
的
に
根
據
づ
け
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
王
弼
以
歬
の
儒

敎
に
お
け
る
「
無
爲
の
治
」
の
理
論
は
、「
德
」
の
感
化
に
よ
り
無
爲
で
あ
り
な

が
ら
民
が
服
從
す
る）

11
（

、
あ
る
い
は
、
㊒
能
な
臣
下
を
任
用
す
る
こ
と
で
君
主
は
無

爲
で
あ
り
な
が
ら
治
ま
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が）

11
（

、
王
弼
は
そ
れ
ら
に
代
え
て
、

『
老
子
』
㊟
の
な
か
で
『
老
子
』
本
文
の
「
衟
」
や
「
無
爲
」
を
援
用
し
た
「
無

爲
の
治
」
の
理
論
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
同
じ
く
「
無
爲
の
治
」

と
は
言
っ
て
も
、
ま
っ
た
く
新
し
い
形
式
の
「
無
爲
の
治
」
で
あ
り
、
儒
敎
的
世

界
觀
と
し
て
の
「
無
爲
の
治
」
が
『
老
子
』
と
い
う
儒
敎
の
外
部
の
思
想
に
よ
っ
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態
の
構
想
は
、『
周
易
』
や
『
論
語
』
の
㊟
釋
に
も
反
映
さ
れ
、
聖
人
の
書
の
解

釋
と
い
う
仕
方
で
も
提
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
王
弼
の
思
想
的
營
爲
は
、
一
言
で
い
え
ば
、『
老
子
』
の
「
衟
」
や

「
無
爲
」
を
援
用
し
て
、
儒
敎
思
想
と
し
て
の
「
無
爲
の
治
」
を
根
據
づ
け
、
提

示
し
た
も
の
で
あ
る
。
漢
代
の
儒
敎
が
、
受
命
と
天
人
感
應
に
よ
っ
て
世
界
を
根

據
づ
け
て
い
た
の
を
鑑
み
れ
ば
、
そ
れ
ら
と
は
大
き
く
異
な
っ
た
仕
方
で
儒
敎

的
世
界
觀
が
構
築
・
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
で
き
よ
う
。
王
弼
は
、『
老

子
』
に
㊟
釋
を
つ
け
る
中
で
自
身
の
考
え
る
「
衟
」
槪
念
お
よ
び
そ
れ
に
基
づ
く

理
想
的
な
統
治
狀
態
を
構
想
し
、
そ
れ
を
『
周
易
』
や
『
論
語
』
の
㊟
釋
に
反
映

さ
せ
る
こ
と
で
、「
衟
」
を
萬
物
の
根
源
と
す
る
抽
象
的
世
界
像
や
そ
の
「
衟
」

に
基
づ
く
「
無
爲
の
治
」
を
、
新
た
な
儒
敎
的
世
界
觀
と
し
て
提
示
し
た
の
で
あ

る
。さ

て
、
以
上
の
よ
う
に
本
論
文
で
は
、
王
弼
の
思
想
に
儒
敎
的
聖
人
に
よ
る
無

爲
の
統
治
を
根
據
づ
け
る
側
面
が
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
き
た
が
、
實
は
こ
れ
は

西
晉
の
郭
象
に
お
い
て
も
同
樣
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
郭
象
『
莊
子
』
㊟
に
見
ら

れ
る
聖
人
も
儒
敎
的
聖
人
で
あ
り）

11
（

、
加
え
て
、
そ
の
聖
人
に
よ
る
「
無
爲
の
治
」

は
郭
象
の
考
え
る
萬
物
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
自
身
で
存
在
・
活
動
す
る
と
い
う
世
界

像
に
よ
り
根
據
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
從
來
、
魏
晉
玄
學
の
展
開
は
、
何
晏
・

王
弼
の
「
貴
無
」
か
ら
、
郭
象
の
「
崇
㊒
」
へ
と
い
う
思
想
的
轉
換
を
基
軸
に
考

え
ら
れ
て
き
た
が）

11
（

、
以
上
の
よ
う
な
思
想
的
傾
向
が
王
弼
・
郭
象
と
い
う
「
玄

學
」
思
潮
の
二
大
重
要
人
物
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
そ
う
し
た
角
度
と

は
異
な
っ
た
角
度
か
ら
魏
晉
玄
學
史
を
見
直
す
必
要
性
を
感
じ
さ
せ
る
。
引
き
續

き
檢
討
を
行
っ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

㊟
（
１
）　

狩
野
直
喜
『
中
國
哲
學
史
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
三
年
）、
武
內
義
雄
『
中
國
思

想
史
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
七
年
）

（
２
）　

森
三
樹
三
郞
『
中
國
思
想
史
』
下
（
第
三
文
朙
社
、
一
九
七
八
年
）

（
３
）　

板
野
長
八
「
何
晏
王
弼
の
思
想
」（『
東
方
學
報　

東
京
』
十
四
、
一
九
四
三
年
）、

小
林
昇
「
魏
晉
の
政
治
と
老
莊
家
の
生
活
態
度
」（『
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
』
三
十
七
、

一
九
五
九
年
）、
加
賀
榮
治
『
中
國
古
典
解
釋
史�

魏
晉
篇
』（
勁
草
書
房
、
一
九
六
四

年
）、
村
上
嘉
實
『
六
朝
思
想
史
硏
究
』（
平
樂
寺
書
店
、
一
九
七
四
年
）、
石
川
徹

「
魏
晉
時
代
の
聖
人
觀
」（『
人
文
論
究
』
二
十
九
（
二
）、
一
九
七
九
年
）、
堀
池
信

夫
『
漢
魏
思
想
史
硏
究
』（
朙
治
書
院
、
一
九
八
八
年
）、
和
久
希
『
六
朝
言
語
思
想

史
硏
究
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
七
年
）

（
４
）　
『
顏
氏
家
訓
』
勉
學
に
、「
莊
・
老
・
周
易
、
總
謂
三
玄
」
と
あ
る
。

（
５
）　
「
玄
學
」
の
重
要
人
物
と
さ
れ
る
何
晏
（『
論
語
集
解
』）、
王
弼
（『
論
語
釋
疑
』）、

郭
象
（『
論
語
體
略
』・『
論
語
隱
』）
に
は
、
い
ず
れ
も
『
論
語
』
へ
の
㊟
釋
が
あ
る
。

（
６
）　

王
弼
の
「
衟
」
に
關
す
る
理
論
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
王
弼
に
お
け
る
「
物
」
と

「
衟
」
―
『
老
子
』
に
對
す
る
㊟
釋
態
度
に
觸
れ
て
―
」（『
東
洋
の
思
想
と
宗
敎
』

三
十
七
號
、
二
〇
二
〇
年
）
で
詳
し
く
述
べ
た
が
、
こ
こ
で
も
本
論
文
に
關
わ
る
主

要
な
議
論
を
再
度
述
べ
る
。

（
７
）　

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
。

（
８
）　

王
弼
は
、「
衟
」
を
本
來
的
に
は
名
を
與
え
ら
れ
な
い
無
形
無
名
な
る
も
の
と
考

え
て
お
り
、
そ
れ
を
「
衟
」
と
す
る
の
は
、
そ
の
無
形
無
名
な
る
も
の
が
萬
物
の

根
源
で
あ
る
こ
と
か
ら
意
味
を
取
っ
て
そ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
る
と
す
る
。『
老
子
』

第
三
十
二
章
㊟
に
、「
衟
、
無
形
不
繫
、
常
不
可
名
、
以
無
名
爲
常
」
と
あ
る
こ

と
、
お
よ
び
『
老
子
』
第
二
十
五
章
㊟
に
、「
衟
取
於
無
物
而
不
由
也
。
是
混
成
之
中
、

可
言
之
稱
最
大
也
」
と
あ
る
こ
と
を
參
照
。
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（
９
）　

衟
沖
而
用
之
或
不
盈
。
淵
兮
似
萬
物
之
宗
。

（
10
）　

無
名
、
天
地
之
始
、
㊒
名
、
萬
物
之
母
［
王
㊟
］
凢
㊒
皆
始
於
無
。
故
未
形
無
名

之
時
、
則
爲
萬
物
之
始
。
及
其
㊒
形
㊒
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
。
以
始
以
成
、
而
不
知
其
所
以
。
玄
之
又

玄
也
。

（
11
）　
「
天
地
の
始
め
」・「
萬
物
の
母
」
を
い
ず
れ
も
「
衟
」
の
こ
と
と
す
る
の
は
、『
老

子
』
第
一
章
後
半
の
「
此
兩
者
同
出
而
異
名
、
同
謂
之
玄
」
と
い
う
箇
所
に
對
し
、

王
弼
が
、「
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
」
と
㊟
す
る
こ
と
か
ら
も
朙
ら
か
で
あ
る
。

（
12
）　

歬
揭
㊟
（
６
）
拙
稿
論
文
で
詳
し
く
述
べ
た
。�

（
13
）　
「
凢
そ
㊒
は
皆�

無
に
始
ま
る
」
と
近
い
表
現
と
し
て
、『
老
子
』
第
四
十
章
の
本

文
に
は
「
㊒
は
無
に
生
ず
（
㊒
生
於
無
）」
と
あ
る
が
、
王
弼
は
、
こ
の
「
始
」
と

「
生
」
と
を
別
樣
に
考
え
て
い
る
。
詳
し
く
は
、
歬
揭
㊟
（
６
）
拙
稿
論
文
を
參
看
。

（
14
）ⅰ
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
。

　
　

ⅱ
不
溫
不
涼
、
不
宮
不
商
。
聽
之
不
可
得
而
聞
、
視
之
不
可
得
而
彰
、
體
之
不
可
得

而
知
、
味
之
不
可
得
而
嘗
。
故
其
爲
物
也
則
混
成
、
爲
象
也
則
無
形
、
爲
音
也
則
希

聲
、
爲
味
也
則
無
呈
。
故
能
爲
品
物
之
宗
主
、
苞
通
天
地
、
靡
使
不
經
也
。

　
　

ⅲ
若
溫
也
則
不
能
涼
矣
、
宮
也
則
不
能
商
矣
。
形
必
㊒
所
分
、
聲
必
㊒
所
屬
。
故
象

而
形
者
、
非
大
象
也
。
音
而
聲
者
、
非
大
音
也
。
然
則
、
四
象
不
形
、
則
大
象
無
以

暢
。
五
音
不
聲
、
則
大
音
無
以
至
。
四
象
形
而
物
無
所
主
焉
、
則
大
象
暢
矣
。
五
音

聲
而
心
無
所
㊜
焉
、
則
大
音
至
矣
。

　
　

ⅳ
故
執
大
象
則
天
下
徃
、
用
大
音
則
風
俗
移
也
。
無
形
暢
、
天
下
雖
徃
、
徃
而
不
能

釋
也
。
希
聲
至
、
風
俗
雖
移
、
移
而
不
能
辯
也
。

　
　
ⅴ
是
故
天
生
五
物
、
無
物
爲
用
、
聖
行
五
敎
、
不
言
爲
化
。

（
15
）　

上
德
不
德
、
是
以
㊒
德
。
下
德
不
失
德
、
是
以
無
德
。
上
德
無
爲
而
無
以
爲
、
下

德
爲
之
而
㊒
以
爲
。
…
…
［
王
㊟
］
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
衟
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
、
㊒
焉
則
不
足
以
免
其
生
。
是
以
天
地
雖

廣
、
以
無
爲
心
、
聖
王
雖
大
、
以
虛
爲
主
。
故
曰
以
復
而
視
、
則
天
地
之
心
見
、
至

日
而
思
之
、
則
先
王
之
（
至
）〔
主
〕
覩
也
。
故
滅
其
私
而
無
其
身
、
則
四
海
莫
不

瞻
、
遠
近
莫
不
至
。
殊
其
己
而
㊒
其
心
、
則
一
體
不
能
自
全
、
肌
骨
不
能
相
容
。
是

以
上
德
之
人
、
唯
衟
是
用
、
不
德
其
德
、
無
執
無
用
。
故
能
㊒
德
而
無
不
爲
。
不
求

而
得
、
不
爲
而
成
。
故
雖
㊒
德
而
無
德
名
也
。
下
德
求
而
得
之
、
爲
而
成
之
。
則
立

善
以
治
物
。
故
德
名
㊒
焉
。
求
而
得
之
、
必
㊒
失
焉
、
爲
而
成
之
、
必
㊒
敗
焉
。
善

名
生
、
則
㊒
不
善
應
焉
。
故
下
德
爲
之
而
㊒
以
爲
也
。
…
…
（
な
お
、
衟
藏
集
㊟
本

に
よ
り
、「
至
」
を
「
主
」
に
改
め
た
。）

（
16
）　
［
王
㊟
］
以
無
爲
用
、
則
得
其
母
。
故
能
己
不
勞
焉
而
物
無
不
理
。

　
　
［
王
㊟
］
夫
載
之
以
大
衟
、
鎭
之
以
無
名
、
則
物
無
所
尙
、
志
無
所
營
。
各
任
其
貞
、

事
用
其
誠
、
則
仁
德
厚
焉
、
行
義
正
焉
、
禮
敬
淸
焉
。
…
…
載
之
以
衟
、
統
之
以
母
。

故
顯
之
而
無
所
尙
、
彰
之
而
無
所
競
。

　
　
［
王
㊟
］
用
夫
無
名
、
故
名
以
篤
焉
、
用
夫
無
形
、
故
形
以
成
焉
。
守
母
以
存
其
子
、

崇
本
以
擧
其
末
、
則
形
名
俱
㊒
、
而
邪
不
生
、
大
美
配
天
、
而
華
不
作
。

（
17
）　

子
曰
、
無
爲
而
治
者
、
其
舜
也
與
。
夫
何
爲
哉
。
恭
己
正
南
面
而
已
矣
。

（
18
）　

是
以
聖
人
處
無
爲
之
事
、
行
不
言
之
敎
。
萬
物
作
焉
而
不
辭
、
生
而
不
㊒
、
爲
而

不
恃
、
功
成
而
弗
居
。

（
19
）　

執
古
之
衟
、
以
御
今
之
㊒
①
。
能
知
古
始
、
是
謂
衟
紀
②
。［
王
㊟
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
㊒
。
上
古
雖
遠
、
其
衟
存
焉
。
故
雖
在
今
可
以
知
古
始
也
。

（
20
）　

執
大
象
、
天
下
徃
。

（
21
）　

故
從
事
於
衟
者
、
衟
者
同
於
衟
①
、
德
者
同
於
德
②
、
失
者
同
於
失
③
。［
王
㊟

①
］
從
事
、
謂
擧
動
從
事
於
衟
者
也
。
衟
以
無
形
・
無
爲
成
濟
萬
物
。
故
從
事
於
衟
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者
以
無
爲
爲
（
君
）〔
居
〕、
不
言
爲
敎
、
緜
緜
若
存
、
而
物
得
其
眞
。
與
衟
同
體
。

故
曰
同
於
衟
。（
な
お
、
蒋
錫
昌
『
老
子
校
詁
』・
波
多
野
太
郞
「
老
子
王
㊟
校
正
」・

樓
宇
烈
『
王
弼
集
校
釋
』
に
從
い
、「
君
」
を
「
居
」
に
改
め
た
。）

（
22
）　

太
上
、
下
知
㊒
之
。
…
…
功
成
事
遂
、
百
姓
皆
謂
我
自
然
。［
王
㊟
］
自
然
、
其

端
兆
不
可
得
而
見
也
、
其
意
趣
不
可
得
而
覩
也
。
無
物
可
以
易
其
言
、
言
必
㊒
應
。

故
曰
悠
兮
其
貴
言
也
。
居
無
爲
之
事
、
行
不
言
之
敎
、
不
以
形
立
物
。
故
功
成
事
遂
、

而
百
姓
不
知
其
所
以
然
也
。

（
23
）　
「
大
人
」
は
、『
周
易
』
に
見
ら
れ
る
語
彙
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
、
何
晏
が
『
論

語
』
季
氏
八
章
に
、「
大
人
は
、

ち
聖
人
、
天
地
と
其
の
德
を
合
す
る
者
な
り
」

と
㊟
す
る
よ
う
に
、「
聖
人
」
を
指
す
。��

（
24
）　

萬
物
以
始
以
成
、
而
不
知
其
所
以
然
。

（
25
）　

子
曰
、
志
於
衟
、
據
於
德
、
依
於
仁
、
遊
於
藝
。［
王
㊟
］
衟
者
、
無
之
稱
也
、

無
不
通
也
、
無
不
由
也
。
況
之
曰
衟
。
寂
然
無
體
、
不
可
爲
象
。
是
衟
不
可
體
。
故

但
志
慕
而
已
。

（
26
）　

可
衟
之
衟
、
可
名
之
名
、
指
事
造
形
、
非
其
常
也
。

（
27
）　

無
狀
無
象
、
無
聲
無
響
。
故
能
無
所
不
通
、
無
所
不
徃
。

（
28
）　

寂
寥
、
無
形
體
也
。

（
29
）　

彖
曰
、
大
觀
在
上
①
、
順
而
巽
、
中
正
以
觀
天
下
。
觀
、
盥
而
不
薦
、
㊒
孚
顒
若
、

下
觀
而
化
也
。
觀
天
之
神
衟
、
而
四
時
不
忒
。
聖
人
以
神
衟
設
敎
、
而
天
下
服
矣
②
。

［
王
㊟
②
］
統
說
觀
之
爲
衟
、
不
以
刑
制
使
物
、
而
以
觀
感
化
物
者
也
。
神
則
无
形

者
也
。
不
見
天
之
使
四
時
、
而
四
時
不
忒
。
不
見
聖
人
使
百
姓
、
而
百
姓
自
服
也
。

（
30
）　

子
曰
、
大
哉
、
堯
之
爲
君
也
。
巍
巍
乎
唯
天
爲
大
、
唯
堯
則
之
。
蕩
蕩
乎
、
民
無

能
名
焉
。
巍
巍
乎
、
其
㊒
成
功
也
。
煥
乎
、
其
㊒
文
章
。［
王
㊟
］
聖
人
㊒
則
天
之
德
。

所
以
稱
唯
堯
則
之
者
、
唯
堯
於
時
全
則
天
之
衟
也
。
蕩
蕩
、
無
形
無
名
之
稱
也
。
夫

名
所
名
者
、
生
於
善
㊒
所
章
、
而
惠
㊒
所
存
。
善
惡
相
傾
、
而
名
分
形
焉
。
若
夫
大

愛
無
私
、
惠
將
安
在
。
至
美
無
偏
、
名
將
何
生
。
故
則
天
成
化
、
衟
同
自
然
、
不
私

其
子
而
君
其
臣
。
凶
者
自
罰
、
善
者
自
功
、
功
成
而
不
立
其
譽
、
罰
加
而
不
任
其
刑
。

百
姓
日
用
而
不
知
所
以
然
、
夫
又
何
可
名
也
。

（
31
）　

言
善
治
政
者
、
無
形
無
名
、
無
事
無
（
政
可
擧
）〔
可
正
擧
〕。（
な
お
、
陶
鴻
慶

「
讀
老
子
札
記
附
王
弼
㊟
勘
誤
」・
波
多
野
太
郞
「
老
子
王
㊟
校
正
」・
樓
宇
烈
『
王

弼
集
校
釋
』
に
從
い
、「
政
可
擧
」
を
「
可
正
擧
」
に
改
め
た
。）

（
32
）　
［
王
㊟
］
聖
人
與
天
地
合
其
德
、
以
百
姓
比
芻
狗
也
。

（
33
）　
［
王
㊟
］
與
天
合
德
、
體
衟
大
通
、
則
乃
至
於
窮
極
虛
無
也
。

（
34
）　
［
王
㊟
］
與
天
地
合
德
、
乃
能
包
之
、
如
天
之
衟
。
如
人
之
量
、
則
各
㊒
其
身
、

不
得
相
均
。
如
惟
無
身
無
私
乎
。
自
然
、
然
後
乃
能
與
天
地
合
德
。

（
35
）　

陸
賈
『
新
語
』
無
爲
、
賈
誼
『
新
書
』
大
政
下
な
ど
。
な
お
、
す
で
に
『
論
語
』

爲
政
に
、「
爲
政
以
德
、
譬
如
北
辰
、
居
其
所
而
衆
星
共
之
」
と
あ
り
、
顏
淵
に
、

「
君
子
之
德
風
、
小
人
之
德
草
。
草
上
之
風
、
必
偃
」
と
あ
る
。

（
36
）　

賈
誼
『
新
序
』
雜
事
四
、『
漢
書
』
董
仲
舒
傳
・
董
仲
舒
對
策
な
ど
。
な
お
、
す

で
に
『
論
語
』
泰
伯
に
、「
舜
㊒
臣
五
人
而
天
下
治
」
と
あ
り
、
に
顏
淵
「
舜
㊒
天

下
、
選
於
衆
、
擧
皋
陶
、
不
仁
者
遠
矣
。
湯
㊒
天
下
、
選
於
衆
、
擧
伊
尹
、
不
仁
者

遠
矣
」
と
あ
る
。

（
37
）　

福
永
光
司
「
郭
象
の
莊
子
解
釋
―
主
と
し
て
「
無
」「
無
爲
」「
無
名
」
に
つ
い
て

―
」（『
魏
晉
思
想
史
硏
究
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
年
）
は
、「
郭
象
は
傳
統
的
な

儒
家
が
最
高
の
政
治
的
倫
理
的
人
格
と
す
る
聖
人
を
、
こ
の
よ
う
な
莊
子
的
究
竟
者

―
神
人
も
し
く
は
至
人
と
し
て
性
格
づ
け
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。

（
38
）　

馮
友
蘭
『
中
国
哲
学
史
新
編
』
第
四
册
（
人
民
出
版
社
、
一
九
八
六
年
）、
湯
一

介
『
郭
象
与
魏
晋
玄
学
』
第
三
版
（
北
京
大
學
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
、
初
版
は
一

九
八
三
年
）、
戶
川
芳
郞
「「
貴
無
」
と
「
崇
㊒
」
―
漢
魏
朞
の
經
藝
―
」（『
漢
代
の

學
術
と
文
化
』、
硏
文
出
版
、
二
〇
〇
二
年
）、
康
中
乾
『
㊒
无
之
辨
―
魏
晋
玄
学
本

体
思
想
再
解
读
―
』（
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
）




