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「
王
充
の
命
」

王
充
の
『
論
衡
』
は
多
種
多
様
な
内
容
を
含
ん
だ
書
物
で
あ
る
が
、
そ

の
中
で
も
特
に
〈
命
〉
に
言
及
す
る
諸
篇
〈
命
禄
篇
・
命
義
篇
等
〉
は
重

要
な
哲
学
的
問
題
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
〈
命
〉
に
つ
い
て
の
議
論
を
諸

研
究
で
は
命
定
論
あ
る
い
は
運
命
論
と
称
し
て
考
察
を
進
め
て
い
る
。
王

充
の
〈
命
〉
論
を
命
定
論
あ
る
い
は
運
命
論
と
名
付
け
る
こ
と
の
成
否
は

重
要
な
問
題
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
問
題
に
は
触
れ
ず
、

そ
の
呼
称
を
一
応
認
め
て
お
く
。
本
稿
で
は
ひ
と
ま
ず
、
そ
の
王
充
の

〈
命
〉
論
の
内
容
に
関
す
る
研
究
に
絞
っ
て
、
諸
論
考
を
概
観
し
て
ゆ
く

こ
と
と
す
る
。

『
論
衡
』
中
に
は
、
貴
賤
貧
富
の
命
・
強
弱
寿
夭
の
命
・
国
命
・
人
命

等
の
何
種
類
も
の
〈
命
〉
が
登
場
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
〈
命
〉
が

相
互
に
関
係
し
あ
っ
て
様
々
な
社
会
事
象
に
影
響
を
与
え
る
。
そ
の
よ
う

な
わ
け
で
〈
命
〉
相
互
の
関
係
に
言
及
す
る
論
考
は
多
い
。
し
か
し
、
そ

の
関
係
が
諸
論
考
間
に
お
い
て
微
妙
に
食
い
違
い
を
見
せ
て
い
る
。
ま
た
、

王
充
の
〈
命
〉
論
を
必
然
論
と
し
て
見
る
論
考
が
多
い
が
、
周
知
の
通
り
、

逢
遇
篇
・
累
害
篇
等
に
お
い
て
王
充
は
偶
然
論
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
の

研
究
史

必
然
論
と
偶
然
論
と
の
関
係
の
理
解
に
も
諸
論
考
に
相
違
が
見
ら
れ
る
。

そ
こ
で
上
記
の
二
点
を
中
心
と
し
て
先
行
論
考
を
概
観
し
、
問
題
の
所
在

を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
、
更
に
王
充
の
〈
命
〉
論
の
思
想
史
的
意
義

に
つ
い
て
も
各
論
考
を
概
観
し
て
ゆ
く
。

H

種
々
の
〈
命
〉

何
種
類
も
の
〈
命
〉
に
つ
い
て
言
及
す
る
論
考
の
中
で
代
表
的
な
も
の

は
次
の
三
論
考
で
あ
る
。
森
三
樹
三
郎
『
上
古
よ
り
漠
代
に
至
る
性
命
観

の
展
開
』
（
創
文
社
・
一
九
七
一
年
）
•
佐
藤
匡
玄
『
論
衡
の
研
究
』

（
創
文
社
・
一
九
八
一
年
）
・
戸
川
芳
郎
「
王
充
命
定
論
試
探
」
『
中
国

の
文
化
と
社
会
』
第
九
輯
（
京
都
大
学
支
那
哲
学
史
研
究
室
編
輯
•
一
九

六
二
年
）
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
論
考
中
に
お
い
て
見
解
の
分
か

れ
る
〈
命
〉
は
次
の
四
種
の
〈
命
〉
で
あ
る
。
死
生
寿
夭
の
命
（
人
間
の

寿
命
に
関
す
る
〈
命
〉
）
・
貴
賤
貧
富
の
命
（
社
会
的
事
象
に
関
す
る

〈
命
〉
）
・
所
当
触
値
の
命
（
当
然
出
会
う
べ
き
〈
命
〉
）
・
強
弱
寿
夭

の
命
（
身
体
の
強
弱
•
寿
命
の
長
短
に
関
す
る
命
）
。
こ
れ
ら
の
〈
命
〉

藤

居

岳

人

(10) 



469 

の
相
互
関
係
を
ど
の
よ
う
に
考
察
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
森
論
考
で
は
、
死
生
寿
夭
の
命
と
強
弱
寿
夭
の
命
と
を
同
の

〈
命
〉
と
み
な
し
、
そ
れ
に
貴
賤
貧
富
の
命
を
加
え
た
三
種
の
〈
命
〉
を

人
間
に
内
在
す
る
〈
命
〉
と
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
所
当
触
値
の
命
は
、

人
間
に
先
天
的
に
定
め
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の
現
わ
れ
と
し
て
は

外
来
的
で
あ
っ
て
別
の
範
繭
の
〈
命
〉
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

佐
藤
論
考
で
は
、
死
生
に
関
す
る
〈
命
〉
と
し
て
外
来
的
な
所
当
触
値

の
命
と
人
間
に
内
在
す
る
強
弱
寿
夭
の
命
と
を
挙
げ
、
そ
れ
に
社
会
に
関

す
る
命
と
し
て
貴
賤
貧
富
の
命
を
対
立
さ
せ
て
い
る
。
佐
藤
論
考
の
こ
の

〈
命
〉
の
類
型
は
林
正
基
「
王
充
の
自
然
的
世
界
観
」
（
『
集
刊
東
洋
学
』

五
十
九
•
一
九
八
八
年
）
で
同
様
の
類
型
が
為
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
中

国
の
論
考
で
は
関
鋒
『
王
充
哲
学
思
想
研
究
』
上
海
人
民
出
版
社
・
一
九

五
六
年
）
．
賭
祖
恰
『
王
充
巻
』
（
中
州
書
画
社
・
一
九
七
八
年
）
等
も

同
様
の
類
型
で
あ
り
、
か
な
り
多
数
の
論
考
で
こ
の
類
型
が
認
め
ら
れ
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。

一
方
、
戸
川
論
考
で
は
人
間
の
生
理
的
肉
体
的
生
命
の
支
配
力
と
し
て

寿
命
（
強
弱
寿
夭
の
命
）
を
挙
げ
、
人
間
の
社
会
的
政
治
的
関
係
の
支
配

力
と
し
て
禄
命
（
貴
賤
貧
富
の
命
）
を
挙
げ
て
い
る
。
更
に
禄
命
を
補
う

〈
命
〉
と
し
て
所
当
触
値
の
命
（
吉
凶
禍
福
の
命
）
を
捉
え
て
い
る
。
以

上
の
諸
説
を
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

森
説所

当
触
値
の
命

＿
ー
強
弱
寿
夭
の
命
（
死
生
寿
夭
の
命
）

i
貴
賤
貧
富
の
命

佐
藤
説

「
死
生
寿
夭
の
命

T
ー
所
当
触
値
の
命

貴
賤
貧
富
の
命
強
弱
寿
夭
の
命

戸
川
説

寿
命
（
強
弱
寿
夭
の
命
）

r禄
命
（
貴
賤
貧
富
の
命
）
ー
I

所
当
触
値
の
命

以
上
の
よ
う
に
〈
命
〉
の
類
型
が
分
か
れ
る
の
は
、
各
論
考
に
よ
っ
て
類

型
の
基
準
が
異
な
っ
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
森
論
考
で
は
人

間
に
内
在
し
て
い
る
か
、
そ
れ
と
も
〈
命
〉
の
働
き
が
外
来
的
か
と
い
う

基
湖
で
あ
り
、
佐
藤
論
考
で
は
死
生
に
関
す
る
〈
命
〉
で
あ
る
か
、
社
会

事
象
に
関
す
る
〈
命
〉
で
あ
る
か
と
い
う
基
準
で
あ
る
が
如
く
で
あ
る
。

判
断
基
準
が
異
な
っ
て
お
れ
ば
、
そ
の
類
型
も
異
な
っ
て
く
る
の
は
当
然

で
あ
る
が
、
王
充
の
説
く
〈
命
〉
は
そ
れ
ぞ
れ
の
〈
命
〉
の
中
に
ま
た
様
々

の
性
格
を
併
せ
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
各
論
考
が
或
る
一
面

で
の
み
〈
命
〉
を
捉
え
る
の
は
適
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

更
に
類
型
の
相
違
の
原
因
と
し
て
『
論
衡
』
各
篇
に
よ
っ
て
〈
命
〉
の

呼
称
が
若
干
異
な
っ
て
い
る
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
る
。
呼
称
が
似
て
い
な
が

ら
全
く
違
っ
た
物
を
指
す
場
合
と
し
て
、
例
え
ば
〈
禄
〉
と
〈
禄
命
〉
と

の
関
係
が
そ
う
で
あ
る
。
森
論
考
に
お
い
て
〈
禄
〉
は
「
〈
命
〉
の
盛
衰

の
周
期
を
指
す
も
の
で
あ
り
、
〈
命
〉
の
様
態
を
指
す
概
念
で
あ
る
。
」

と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
佐
藤
論
考
や
戸
川
論
考
に
お
い
て

は
、
〈
禄
〉
を
〈
禄
命
〉
と
同
一
の
も
の
と
し
て
み
る
考
え
の
よ
う
で
あ

(11) 
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る
。
こ
の
よ
う
な
相
違
が
な
ぜ
生
じ
た
の
だ
ろ
う
か
。
私
の
考
え
で
は
、

〈
禄
〉
に
つ
い
て
は
『
論
衡
』
中
の
篇
毎
に
指
す
内
容
が
違
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
命
義
篇
に
お
け
る
〈
禄
＞

は
貴
賤
貧
富
の
命
（
禄
命
）
の
盛
衰
の
周
期
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
命
禄
篇
で
の
（
禄
）
は
貴
賤
貧
富
の
命
の
中
で
貧
富
を
支
配
す

る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
整
理
す
る
と
以
下
の
如
く
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

命
義
篇

禄
（
貴
賤
貧
富
の
命
の
周
期
）

命
禄
篇

貴
賤
貧
富
の
命
禄
（
富
貴
を
支
配
す
る
）

，
命
（
貴
賤
を
支
配
す
る
）

こ
の
よ
う
に
命
義
篇
・
命
禄
篇
に
お
い
て
言
及
さ
れ
る
〈
禄
〉
の
概
念
が

異
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
研
究
者
に
お
い
て
見
解
の
相
違
が
生
じ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

⇔
偶
然
と
必
然
と

王
充
の
〈
命
〉
論
を
必
然
論
と
解
し
て
諸
研
究
が
為
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
前
述
の
通
り
だ
が
、
そ
の
必
然
論
と
、
逢
遇
篇
等
で
言
及
さ
れ
て
い
る

偶
然
論
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
更
に
そ
の
キ
ー

ワ
ー
ド
と
し
て
〈
自
然
〉
が
持
ち
出
さ
れ
て
き
て
お
り
、
そ
の
三
者
の
関

係
が
ま
た
各
論
考
に
よ
っ
て
異
な
り
を
見
せ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

ま
ず
必
然
と
偶
然
と
の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
一
応
、
必
然
と
偶

然
と
を
別
の
概
念
と
見
る
方
向
と
、
王
充
の
思
考
の
中
で
は
必
然
と
偶
然

と
が
同
じ
概
念
と
し
て
認
識
さ
れ
て
お
り
、
更
に
は
〈
自
然
〉
ま
で
も
が

同
一
視
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
方
向
と
の
二
種
の
流
れ
が
あ
る
。

前
引
の
佐
藤
論
考
で
は
社
会
現
象
を
偶
然
性
を
持
っ
た
も
の
と
解
し
、

そ
の
現
象
の
背
後
に
あ
っ
て
一
切
の
偶
然
を
支
配
す
る
根
源
的
な
必
然
の

理
法
と
し
て
〈
命
〉
を
捉
え
て
い
る
。
戸
川
論
考
も
同
様
の
論
旨
で
あ
る
。

更
に
重
沢
俊
郎
『
中
国
に
お
け
る
批
判
哲
学
の
成
立
』
（
大
東
文
化
研
究

所
東
洋
学
術
論
叢
•
一
九
五
七
年
）
に
お
い
て
も
、
経
験
の
範
囲
に
止
る

限
り
偶
然
性
の
支
配
が
認
識
さ
れ
る
が
、
王
充
の
哲
学
的
要
請
か
ら
世
界

の
諸
現
象
に
必
然
の
原
理
に
よ
る
根
源
的
秩
序
が
与
え
ら
れ
た
と
し
て
同

様
の
論
旨
を
展
開
し
て
い
る
。
ま
た
、
前
引
の
林
論
考
に
お
い
て
も
、
王

充
は
必
然
的
世
界
の
他
に
偶
然
と
い
う
も
う
―
つ
の
世
界
を
認
め
、
そ
の

二
つ
の
世
界
は
矛
盾
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
表
裏
一
体
の
相
補
う
関

係
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

以
上
の
各
論
考
は
、
多
少
の
差
は
あ
る
も
の
の
偶
然
と
必
然
と
の
二
つ

の
世
界
を
認
め
る
立
場
の
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
最
近
の
中
国
の
論
考

を
見
る
と
、
金
春
峰
『
漠
代
思
想
史
』
（
中
国
社
会
科
学
出
版
社
・
一
九

八
五
年
）
で
は
、
王
充
は
命
定
論
の
解
決
し
が
た
い
矛
盾
に
対
し
て
偶
然

性
の
範
障
を
提
出
し
て
宿
命
論
の
絶
対
的
必
然
性
を
修
正
し
よ
う
と
し
た

が
、
結
局
は
必
然
と
偶
然
と
の
形
而
上
学
的
決
裂
を
招
き
神
秘
主
義
に
陥
っ

て
し
ま
っ
た
と
説
く
。
こ
の
論
考
も
、
一
応
、
必
然
と
偶
然
と
を
別
の
概

念
と
み
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
対
し
て
、
必
然
と
偶
然
と
を
同
一
視
す
る
立
場
の
論
考
と
し
て

は
侯
外
戚
等
『
中
国
思
想
通
史
』
第
一
（
人
民
出
版
社
・
九
五
七
年
）

(12) 
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が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
王
充
の
命
定
論
の
矛
盾
と
し
て
偶
然
性
に
必

然
性
の
役
割
を
さ
せ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
な
が
ら
、
王
充
自
身
の
思
考

の
中
に
お
い
て
は
矛
盾
と
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
説
く
。
つ
ま
り
、

王
充
の
中
で
は
「
偶
然
性
が
一
切
を
決
定
す
る
」
と
い
う
命
題
は
「
必
然

性
が
一
切
を
決
定
す
る
」
と
い
う
命
題
で
あ
り
、
ま
た
「
自
然
性
が
一
切

を
決
定
す
る
」
と
い
う
命
題
で
も
あ
っ
た
の
だ
と
い
い
、
偶
然
と
必
然
と

だ
け
で
は
な
く
〈
自
然
〉
を
も
王
充
は
同
一
視
し
て
い
た
と
見
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。
ま
た
、
エ
ソ
ゲ
ル
ス
の
批
判
（
『
自
然
の
弁
証
法
』
「
弁
証

法

a
。
弁
証
法
の
一
般
的
問
題
、
弁
証
法
の
根
本
原
則
」
大
月
書
店
・
マ

ル
ク
ス
・
エ
ソ
ゲ
ル
ス
全
集
第
二
十
巻
）
を
引
い
て
、
こ
の
よ
う
な
命
定

論
に
対
し
て
「
偶
然
性
が
必
然
性
か
ら
説
明
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
必
然
性
の
方
が
単
な
る
偶
然
的
な
も
の
を
生
み
だ
す
母
体
に
ま
で

引
き
お
ろ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
と
説
き
、
必
然
と
偶
然
と
の
低
次

の
結
合
を
指
摘
し
て
い
る
。
漉
友
蘭
『
中
国
哲
学
史
新
編
』
第
三
巻
（
人

民
出
版
社
・
一
九
八
五
年
）
も
同
様
に
エ
ソ
ゲ
ル
ス
の
説
を
引
い
て
命
定

論
を
批
判
し
て
い
る
。
ま
た
日
本
の
論
考
で
は
、
例
え
ば
、
吉
田
照
子

「
『
論
衡
』
に
お
け
る
「
命
」
の
性
格
」
（
『
福
岡
女
子
短
大
紀
要
』
十

五
•
一
九
七
八
年
）
が
「
王
充
に
お
い
て
は
、
必
然
性
が
即
座
に
自
然
性

で
あ
り
ま
た
偶
然
性
な
の
で
あ
っ
て
、
三
者
は
同
一
な
も
の
と
み
な
さ
れ

て
い
る
。
」
と
説
き
、
必
然
・
偶
然
•
自
然
を
完
全
に
同
一
と
み
な
す
。

こ
れ
は
侯
氏
ら
と
同
じ
論
旨
で
あ
る
。

さ
て
、
偶
然
と
必
然
と
に
関
し
て
二
種
の
見
方
を
概
観
し
た
が
、
一
っ

言
え
る
こ
と
は
、
ど
の
論
考
も
偶
然
•
必
然
あ
る
い
は
〈
自
然
〉
の
語
義

が
や
や
あ
い
ま
い
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
特
に
〈
自
然
〉
に
つ
い
て
は

あ
い
ま
い
で
あ
る
。
例
え
ば
、
森
論
考
や
佐
藤
論
考
等
で
は
〈
自
然
〉
を

お
の
ず
か

自
ら
然
る
も
の
、
す
な
わ
ち
無
目
的
・
無
意
志
で
あ
る
こ
と
を
示
す
概
念

と
し
て
捉
え
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
戸
川
論
考
で
は
〈
自
然
〉
を
盲

目
的
必
然
性
（
偶
然
的
自
然
性
）
と
し
て
捉
え
て
お
り
、
こ
の
説
明
を
見

た
だ
け
で
は
〈
自
然
〉
は
偶
然
と
も
必
然
と
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

で
あ
る
。
ま
た
、
漏
友
蘭
『
中
国
哲
学
史
新
編
』
な
ど
で
は
「
自
然
界
的

規
律
」
「
自
然
現
象
」
等
の
語
を
多
用
し
て
お
り
、
〈
自
然
〉
を
あ
る
規

律
を
持
っ
た
概
念
と
し
て
捉
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
語
義

の
捉
え
方
が
論
者
に
よ
っ
て
違
っ
て
お
れ
ば
識
論
が
か
み
合
わ
な
い
の
は

当
然
で
あ
る
。
し
て
み
れ
ば
王
充
の
〈
命
〉
論
の
性
格
を
述
べ
る
場
合
、

ま
ず
偶
然
•
必
然
や
〈
自
然
〉
の
語
義
の
規
定
か
ら
論
を
始
め
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
と
い
え
よ
う
o

国
王
充
〈
命
〉
論
の
思
想
史
的
意
義

以
上
、
王
充
の
説
く
〈
命
〉
の
語
義
あ
る
い
は
〈
命
〉
論
自
体
の
性
格

と
い
っ
た
こ
と
に
注
目
し
て
先
行
論
考
を
概
観
し
た
が
、
最
後
に
〈
命
〉

論
の
思
想
史
的
意
義
に
つ
い
て
先
行
論
考
を
概
観
し
、
併
せ
て
今
後
の
研

究
の
展
望
を
探
っ
て
い
く
。

〈
命
〉
論
の
思
想
史
的
意
義
に
つ
い
て
様
々
な
評
価
が
為
さ
れ
て
い
る

中
で
、
こ
れ
も
二
種
の
流
れ
が
見
ら
れ
る
。
―
つ
は
〈
命
〉
論
を
稲
極
的

に
評
価
し
よ
う
と
す
る
立
場
、
も
う
―
つ
は
王
充
の
思
想
の
中
で
〈
命
〉

論
を
弱
点
で
あ
る
と
し
て
批
判
す
る
立
場
で
あ
る
。

(13) 
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ま
ず
前
者
の
立
場
に
立
つ
論
考
と
し
て
、
日
本
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。

戸
川
論
考
で
は
、
命
定
論
を
基
と
し
た
王
充
の
批
判
に
よ
っ
て
、
後
漠
の

宗
教
的
国
家
に
お
い
て
支
配
思
想
で
あ
っ
た
天
人
相
関
説
に
重
大
な
原
理

上
の
欠
陥
が
あ
る
こ
と
が
暴
露
さ
れ
た
と
す
る
。
ま
た
、
森
論
考
で
は
王

充
の
〈
命
〉
論
を
孔
孟
の
旧
に
復
す
る
も
の
と
し
、
漠
代
儒
家
思
想
の
歪

み
を
正
し
て
、
本
来
の
儒
家
精
神
を
純
粋
化
し
徹
底
さ
せ
た
と
し
た
。
そ

れ
と
同
時
に
、
人
為
の
限
界
を
説
く
儒
家
精
神
の
悲
劇
性
を
明
る
み
に
出

し
た
と
い
う
。
ま
た
、
前
述
の
吉
田
論
考
も
森
論
考
と
同
じ
く
、
王
充
も

基
本
的
に
伝
統
的
儒
家
の
人
為
の
限
界
を
説
く
立
場
と
一
致
す
る
と
し
て

い
る
。
し
か
し
、
王
充
は
人
為
を
否
定
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
人
の
主
体
性

を
重
視
し
て
い
る
と
い
い
、
森
論
考
に
比
べ
て
積
極
的
な
評
価
と
な
っ
て

い
る
。
森
論
考
と
吉
田
論
考
と
は
、
孔
孟
の
〈
命
〉
思
想
を
積
極
的
に
評

価
す
る
か
し
な
い
か
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
基
本
的
主
張
に
は
啓

発
さ
れ
る
も
の
が
多
い
。
佐
藤
論
考
で
は
〈
命
〉
思
想
を
原
始
儒
家
（
孔

子
・
孟
子
等
）
だ
け
で
は
な
く
、
伝
統
的
中
国
思
想
一
般
に
共
通
し
た
基

本
的
思
惟
で
あ
る
と
し
た
。
そ
の
上
で
、
王
充
が
〈
命
〉
思
想
を
体
系
的

思
想
に
ま
で
発
展
せ
し
め
た
こ
と
を
評
価
し
て
い
る
。

次
に
後
者
の
立
場
に
立
つ
も
の
は
中
国
の
論
考
で
あ
る
。
周
知
の
通
り
、

中
国
で
は
王
充
は
唯
物
論
者
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
が
、
命
定
論

に
関
し
て
そ
の
評
価
は
一
様
に
低
い
。
侯
外
感
等
『
中
国
思
想
通
史
』
で

は
、
命
定
論
は
王
充
の
思
想
体
系
の
中
で
最
大
の
弱
点
で
あ
る
と
い
う
。

金
春
峰
『
漢
代
思
想
史
』
で
は
、
命
定
論
は
唯
心
論
的
神
学
目
的
論
に
反

対
す
る
こ
と
か
ら
出
て
き
た
が
、
実
質
上
は
神
秘
主
義
的
宿
命
論
に
陥
っ

た
と
説
く
。
関
鋒
『
王
充
哲
学
思
想
研
究
』
．
謁
友
蘭
『
中
国
哲
学
史
新

編
』
．
蒋
祖
恰
『
王
充
巻
』
な
ど
も
ほ
ぼ
同
様
に
、
唯
物
論
者
王
充
の
思

想
の
中
に
あ
っ
て
命
定
論
は
弱
点
で
あ
る
と
し
て
批
判
し
て
い
る
。
し
か

し
、
〈
命
〉
論
に
対
す
る
こ
れ
ら
の
評
価
は
、
や
は
り
唯
物
論
に
こ
だ
わ
っ

た
批
判
で
あ
り
、
一
面
的
評
価
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
『
論
衡
』

中
に
言
及
さ
れ
る
種
々
の
〈
命
〉
を
単
に
ひ
と
つ
の
〈
命
〉
と
い
う
概
念

で
ひ
っ
く
る
め
て
評
価
を
下
し
て
い
る
わ
け
で
分
析
不
足
の
感
は
否
め
な

い
。
そ
の
点
か
ら
す
る
と
金
春
峰
『
漠
代
思
想
史
』
に
お
い
て
「
王
充
は

最
後
に
命
禄
•
幸
偶
な
ど
の
何
種
類
か
の
要
素
の
排
列
組
合
論
に
よ
っ
て

命
定
論
あ
る
い
は
幸
偶
論
の
避
け
が
た
い
矛
盾
を
克
服
し
よ
う
と
し
た
。
」

と
あ
る
こ
と
は
、
種
々
の
〈
命
〉
を
認
め
て
評
価
し
よ
う
と
す
る
意
図
が

見
ら
れ
、
従
来
の
中
国
の
論
考
と
は
や
や
違
っ
た
方
向
性
を
見
出
だ
す
こ

と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
ま
だ
充
分
な
も
の
で
は
な
い
。
や
は
り

王
充
の
〈
命
〉
論
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
彼
の
説
く
種
々
の
〈
命
〉

を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
検
討
す
る
こ
と
か
ら
始
め
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
に
よ
っ

て
〈
命
〉
論
全
体
の
評
価
を
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
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