
番
康
論
向
i

l

「
答
二
郭
詩
」

そ
の
存
在
の
全
て
で
諮
ら
な
け
れ
ば
何
も
語
っ
た
こ
と
に
な
ら
な

い
類
の
文
学
者
が
い
る
。
苛
酷
な
時
代
に
対
し
て
自
己
存
在
の
全
て

で
も
っ
て
辛
う
じ
て
対
峠
し
た
文
学
者
の
場
合
だ
。
こ
こ
に
い
う
存

在
の
全
て
で
諮
る
と
は
、
圧
倒
的
な
政
治
権
力
の
前
で
現
実
の
生
の

危
機
に
さ
ら
さ
れ
な
が
ら
、
思
想
・
文
学
の
営
為
の
全
て
を
包
括
し

た
〈
表
現
〉
次
元
へ
と
自
己
を
押
し
上
げ
て
い
っ
た
、
そ
の
す
が
た

を
運
動
域
と
し
て
掬
い
と
る
こ
と
で
あ
る
。
自
己
を
〈
表
現
〉
へ
と

押
し
上
げ
て
い
く
、
そ
の
さ
ま
を
表
現
(
作
品
)
に
即
し
て
見
な
い

で
は
何
も
見
な
い
に
等
し
い
。
そ
の
よ
う
な
本
質
的
に
表
現
者
以
外

の
何
者
で
も
な
い
存
在
は
、
生
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
続
け
た
貌
晋
南

北
朝
期
に
あ
っ
て
も
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
が
、
庇
籍
や
禽
康
は
確
か

に
そ
う
い
う
文
学
者
で
あ
っ
た
。
民
籍
・
諮
康
と
、
竹
林
の
七
賢
と

称
さ
れ
た
他
の
存
在
と
の
蓬
庭
も
、
ま
さ
に
そ
の
〈
表
現
〉
次
元
の

問
題
に
こ
そ
あ
る
。
従
っ
て
庇
籍
や
欝
康
へ
の
接
近
の
方
法
は
、
も に

見
る
自
立
の
契
機

1c 

上

正

美

ち
ろ
ん
単
な
る
作
品
論
の
総
和
で
あ
る
は
ず
も
な
く
、
ま
た
作
品
か

ら
一
事
実
次
元
へ
と
立
ち
返
る
評
伝
に
終
ら
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
な
ら

注
①

な
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
前
稿
か
ら
は
じ
め
た
筆
者
の
問
い
と

方
法
も
、
宮
康
の
表
現
者
と
し
て
の
根
源
性
を
考
え
る
た
め
で
あ
っ

た
。
も
っ
と
も
続
出
康
の
存
在
の
全
て
で
語
ろ
う
と
す
る
こ
と
は
、
そ

こ
に
お
い
て
論
者
も
ま
た
そ
の
存
在
の
全
て
で
語
る
こ
と
を
強
い
ら

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
最
近
の
替
康
論
の
い
く
つ

か
が
視
点
と
方
法
、
そ
し
て
そ
の
文
体
と
に
と
り
わ
け
刺
激
的
で
あ

る
の
も
、
各
論
者
の
苦
渋
の
営
み
で
あ
る
か
ら
に
違
い
な
い
。
愁
康

と
い
う
存
在
、
が
そ
れ
を
強
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
以
上
が
自

戒
を
含
め
た
前
置
き
で
あ
る
。

( 1 ) 

替
康
の
詩
は
現
在
総
数
六

O
首
程
が
残
さ
れ
て
い
る
。
モ
チ
ー
フ

別
に
見
る
と
、
い
わ
ゆ
る
「
臆
兄
秀
才
入
軍
詩
十
九
首
」
や
「
興
院

徳
如
詩
」
「
答
二
郭
詩
三
首
」
な
ど
の
贈
答
詩
と
、
「
述
志
詩
二
首
」



や
「
幽
憤
詩
ー
一
な
ど
の
一
一
一
一
口
志
詩
と
が
軸
に
な
っ
て
い
る
。
贈
答
詩
は

離
別
を
め
ぐ
っ
て
相
手
と
や
り
と
り
し
た
と
き
の
、
言
志
詩
は
自
己

と
直
接
向
き
合
っ
た
と
き
の
作
品
で
あ
る
。
前
稿
で
の
用
語
で
言
え

ば
、
前
者
は
対
他
性
を
、
後
者
は
対
自
性
を
前
提
に
し
た
表
現
の
場

で
中
の
る
。

前
稿
で
筆
者
は
、
対
他
性
を
前
提
と
す
る
こ
首
の
絶
交
書
に
お
け

る
表
現
の
位
相
を
対
照
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
対
自
性
へ
と
向
か

う
こ
と
ば
と
、
対
他
性
に
徹
底
す
る
こ
と
ば
の
様
相
を
見
た
。
梁
の

江
沌
が
「
雑
鰭
詩
」
三
十
首
の
中
で
密
康
の
詩
を
模
擬
す
る
に
際

し
、
「
一
一
呂
志
」
の
詩
題
を
も
っ
て
し
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う

に
、
強
康
詩
の
本
領
は
言
志
詩
に
こ
そ
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
否
定

で
き
な
い
。
し
か
し
贈
答
詩
も
ま
た
、
強
康
に
と
っ
て
は
本
質
的
な

表
現
の
場
で
あ
っ
た
、
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
前
稿
か
ら
の
関
連

の
上
で
、
本
稿
で
は
ま
ず
は
対
他
性
を
前
提
と
す
る
贈
答
詩
を
と
り

あ
げ
、
そ
こ
に
お
い
て
厳
し
く
自
己
に
{
向
か
わ
ざ
る
を
得
な
い
積
康

の
こ
と
ば
の
あ
ら
わ
れ
を
確
認
し
て
お
き
た
く
思
う
。

一

二

く
く
ら
れ
て
い
る
。

日
功
名
何
足
灼

乃
欲
列
館
書

ウ
i
p了
1
7
r
fむ
と
コ
ト
、

1
t
h刀
年
外
交
ン
ベ
J
A↓
V
A

其
三
全
mm
句
の
末
尾
は
、
次
の
よ
う
に
し
め

J
U
と

功
名
何
ぞ
殉
む
る
に
足
ら
ん
や

乃
と
筒
韓
国
に
列
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
欲
す
と
は

好
む
所
亮
に
弦
く
の
如
く
ん
ば

楊
氏
の
ご
と
く
交
衡
に
敷
く
こ
と
あ
ら
ん

去
か
ん
去
か
ん
志
す
所
に
従
は
ん
ぞ

敢
謝
這
不
倶
敢
て
認
ぐ
(
な
ん
ぢ
と
)
道
倶
に
せ
ず

二
郭
の
う
ち
、
こ
こ
で
は
郭
、
遺
周
に
向
け
て
の
発
言
と
思
わ
れ
る

が
、
話
康
は
い
う
、
「
功
名
な
ど
僕
は
求
め
は
し
な
い
。
だ
の
に
な

ん
と
君
は
僕
に
、
青
史
に
名
前
を
つ
ら
ね
る
よ
う
な
生
き
方
を
し
て

欲
し
い
と
一
一
一
日
わ
れ
る
な
ん
て
:
・
。
君
の
好
む
と
こ
ろ
が
木
当
に
こ
の

よ
う
な
生
き
方
に
あ
る
の
な
ら
、
君
自
身
楊
朱
の
よ
う
に
人
生
の
岐

路
に
立
た
さ
れ
、
窮
す
る
事
態
に
立
ち
至
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

旅
立
と
う
、
僕
は
僕
の
志
す
と
こ
ろ
に
従
っ
て
旅
立
と
う
。
敢
え
て

君
に
別
れ
の
こ
と
ば
と
し
て
言
っ
て
お
き
た
く
思
う
、
君
と
は
道
を

同
じ
く
し
な
い
、
と
。
」

強
い
調
子
で
別
れ
が
告
げ
ら
れ
て
お
り
、
ま
る
で
絶
交
を
宣
言
し

て
い
る
か
の
よ
う
で
さ
え
あ
る
。
別
段
絶
交
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

対
立
関
係
に
あ
っ
た
と
い
う
事
実
は
な
く
、
む
し
ろ
友
情
を
確
め
合

う
に
は
拾
好
の
別
離
の
場
面
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
が
な
ぜ

に
こ
の
よ
う
な
物
言
い
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
の
意
味
を

問
う
こ
と
か
ら
は
じ
め
よ
う
。

楊
氏
歎
交
徳

目
去
去
従
所
志

( 2 ) 

二
首
の
絶
交
警
の
場
合
、
絶
交
相
手
の
側
か
ら
の
返
警
が
残
さ
れ



て
い
な
い
。
そ
こ
に
あ
っ
て
は
、
山
誌
や
呂
巽
の
内
的
関
わ
り
の
様

相
と
情
理
を
措
定
し
て
間
康
の
思
想
を
雷
一
層
的
に
再
検
討
す
る
、
と

い
っ
た
手
段
が
な
い
と
言
え
る
。
そ
れ
に
対
し
贈
答
詩
の
場
合
、
間

喜
や
況
保
、
二
郭
ら
の
詩
も
残
さ
れ
て
お
り
、
贈
答
対
象
か
ら
の
働

き
か
け
、
あ
る
い
は
応
援
の
す
が
た
を
内
的
に
探
る
こ
と
が
で
き

る
。
従
っ
て
、
両
者
の
関
係
の
場
に
た
ち
か
え
り
、
世
康
の
詩
に
お

け
る
こ
と
ば
の
立
ち
あ
ら
わ
れ
を
問
題
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
間

康
の
発
言
か
ら
は
、
文
字
通
り
の
意
味
を
一
部
す
に
終
わ
ら
な
い
、
双

方
の
や
り
と
り
の
中
で
の
の
意
味
と
表
情
と
が
見
え
て
く
る
は
ず

だ
か
ら
で
あ
る
。

作山③

甘
露
二
(
二
五
八
)
頃
、
部
康
が
山
陽
の
寓
居
を
去
っ
て
河
東

の
地
へ
と
避
難
す
る
に
際
し
、
郭
、
法
府
@
郭
、
窓
叔
兄
弟
と
の
間
に
詩

の
や
り
と
り
が
あ
っ
た
。
郭
退
問
か
ら
の
贈
詩
が
五
言
詩
三
首
、
郭

法
叔
か
ら
の
贈
詩
が
四
一
一
一
一
口
詩
四
首
、
五
言
詩
一
首
、
強
康
の
答
詩
が

一
立
ニ
一
一
口
詩
三
首
残
さ
れ
て
い
る
。
前
節
に
そ
の
末
尾
を
見
た
訟
践
の

「
答
詩
其
三
」
が
多
分
に
し
た
郭
遮
周
の
「
贈
詩
其
三
」
は
次

の
よ
う
で
あ
る
。

賠

能

成

詩

三

首

其

三

郭

迭

問

1
離
別
自
古
有
離
別
は
十
日
よ
り
有
り

へ
昨
右
ヨ
~
系
人
土
土
ヨ
弘
氏
こ
年
い
ず

ノ
=
ヮ
，
l
B
L
r
e
i
s
-
イ
1
4

ノ
〉
V
、f
i
J
l
i
J
イ
i
'
L
υ

、一二〆
V

3
君
子
不
懐
土
君
子
は
土
を
懐
は
ず

量
更
得
安
居
堂
に
更
に
居
に
安
ん
ず
る
を
得
ん
や

5
四

海

皆

兄

弟

四

海

皆

兄

弟

た

り

う
る
は

何
患
無
彼
妹
何
ぞ
彼
の
妹
し
き
(
友
)
無
き
を
患
へ
ん
や

7
巌
穴
総
得
説
巌
穴
痔
訟
を
隠
し

笠
谷
納
白
駒
窓
谷
「
白
駒
」
(
の
賢
人
)
を
約
る

9
万
各
以
類
緊
方
は
各
お
の
類
を
以
て
緊
ま
り

加

】

f

乙

物
亦
以
嘉
殊
物
は
亦
翠
を
以
て
(
他
と
)
殊
な
る

日
所
在
有
智
賢
在
る
所
智
賢
有
り

何
憂
此
不
如
何
ぞ
此
に
如
か
ざ
る
を
憂
へ
ん
や

日
所
貴
身
名
存
貴
ぶ
一
出
身
名
の
存
す
る
こ
と

功
烈
在
筒
書
功
烈
は
簡
書
に
在
り

日
年
時
易
過
歴
年
時
は
遁
墜
し
易
く

ゅ

日
月
忽
北
ハ
除
日
月
は
忽
と
し
て
其
れ
除
く

っ
と

口
鼠
哉
乎
哲
生
鼠
め
よ
や
話
生

敬
徳
以
慎
粧
徳
を
敬
し
み
て
以
て
躯
を
慢
し
め

諮
康
詩
の
第
三
首
日
e

M

山
匂
「
功
名
何
足
殉
、
乃
欲
列
簡
室
田
」
の

発
一
一
=
口
は
、
右
の
日
・
日
比
句
「
一
防
費
身
名
存
、
功
烈
在
簡
童
向
」
を
受

時

j
{内
J
」

九
そ
れ
に
激
し
く
反
援
し
て
い
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。

( 3 ) 

も
と
も
と
「
功
名
何
足
殉
」
の
こ
と
ば
だ
け
を
と
り
あ
げ
れ
ば
、

別
に
注
目
す
る
ほ
ど
の
こ
と
は
な
い
。
同
じ
詩
の

8
句
自
に
も
つ
名

位
も
居
る
可
か
ら
ず
」
と
っ
て
い
る
。
ま
た
例
え
ば
「
名
位
を
以



て
資
摺
と
篤
し
、
資
財
を
麗
垢
と
矯
す
」
(
「
答
向
子
期
難
養
生
論
L
)

と
の
考
え
は
「
養
生
」
論
争
を
は
じ
め
と
し
て
頻
発
さ
れ
る
。
功
名

を
求
め
、
青
史
に
名
を
つ
ら
ね
る
生
き
方
を
拒
否
す
る
こ
と
は
、
日

頃
の
慾
康
の
立
場
と
生
き
方
を
一
般
的
に
述
べ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い

と
も
言
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
郭
退
問
の
贈
詩
に
対
す
る
答
詩
で
の

一
一
一
口
述
で
あ
る
こ
と
を
思
え
ぽ
、
発
言
の
趣
意
は
霊
く
深
い
。
話
康
に

は
、
郭
退
屈
が
「
貴
ぶ
所
は
身
名
の
存
す
る
こ
と
」
と
発
言
し
て
い

る
こ
と
が
許
せ
な
い
の
で
あ
る
。
強
康
は
「
身
名
」
を
「
功
名
」
と

一
一
一
回
い
か
え
て
拒
絶
す
る
。
つ
ま
り
哲
康
に
あ
っ
て
は
、
今
の
時
代
、

「
身
」
と
「
名
」
と
が
同
じ
次
元
で
諮
ら
れ
る
こ
と
が
が
ま
ん
の
な

ら
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
だ
。
何
ケ
所
か
で
脅
康
は
言

明
し
て
い
る
。

名o欲
興興
身o生
不不
{具立立
存立

京名。
哉興
世身o

f谷執
殉親
柴

0

0

 

身
貴
名
賎

栄
辱
何
在

費
得
騨
士
山

欲
と
生
と
詑
び
立
た
ず

名
と
身
と
倶
に
は
存
せ
ず

(
「
答
向
子
期
難
養
生
論
ー
一
)

名
と
身
と
は
執
れ
か
親
し
き

哀
し
い
か
な
世
俗
楽
を
殉
む

(
「
六
一
吉
詩
十
首
;
一
其
四
)

身
は
貴
く
名
は
践
し

柴
痔
何
く
に
か
在
る

(
自
)
得
を
貴
び
志
を
躍
に
し

縦
心
無
悔

心
を
縦
に
し
て
悔
ひ
無
し

(
「
臆
兄
秀
才
入
寧
詩
十
九
首
」
其
十
八
)

柴
名
は
人
身
を
織
し

高
位
宍
患
多
し

品柴
位名。
多稼
夫人
患身。

(
「
血
(
玩
'
徳
如
詩
1

一
)

「
欲
」
「
世
俗
」
つ
柴
」
「
高
位
」
の
側
に
属
す
る
「
名
」
と
、
「
生
一

つ
士
山
」
「
心
」
の
側
に
思
す
る
「
身
」
と
を
厳
然
と
区
別
し
て
お
か
な

く
て
は
、
現
実
に
か
ら
め
と
ら
れ
て
し
ま
う
、
と
欝
康
は
認
識
し
て

い
た
。
例
え
ば
、
右
の
用
例
の
う
ち
「
名
と
身
と
供
に
は
存
せ
ず
」

に
つ
い
て
、
高
田
淳
氏
は
向
秀
と
の
一
連
の
養
生
を
め
ぐ
る
論
争
を

と
ら
え
、
そ
れ
が
「
こ
の
世
の
現
寅
で
あ
り
矛
盾
な
の
で
あ
る
。
こ

の
矛
盾
の
解
決
は
、
名
と
欲
の
虚
妄
さ
を
身
と
生
と
に
よ
っ
て
明
ら

め
る
こ
と
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
る
。
:
:
:
向
秀
は
常
識
的
な
妥
協
論

者
で
あ
る
。
宮
康
の
い
う
生
と
欲
・
身
と
名
と
の
矛
盾
は
、
彼
に
お

注
④

い
て
は
楽
天
的
に
結
合
さ
れ
て
い
る
。
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
向

秀
へ
の
再
反
論
の
根
拠
は
、
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
郭
還
周
と
の
や
り

と
り
に
も
重
ね
る
こ
と
が
で
き
る
に
違
い
な
い
。
こ
の
世
の
現
実
と

矛
盾
の
相
に
無
意
識
で
あ
り
す
ぎ
た
郭
遮
周
へ
の
反
援
の
こ
と
ば
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

( 4 ) 

と
こ
ろ
で
、
郭
退
問
の
贈
詩
の
真
意
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
。
第

一
首
第
二
首
と
、
第
三
首
と
で
は
大
分
趣
を
異
に
す
る
。
第
一



は
、
自
身
の
持
俗
か
ら
の
避
逃
と
、
そ
こ
で
の
話
康
と
の
交
遊
を
想

起
し
、
突
然
の
別
れ
を
悲
し
む
。
こ
れ
ま
で
の
脅
康
と
の
交
友
関
係

の
経
過
を
ふ
り
か
え
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
二
首
は
、
こ
の
た
び

の
別
れ
が
「
永
隊
」
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
、
と
も
に
自
由

に
遊
べ
な
い
こ
と
を
嘆
く
。
と
り
わ
け
「
歎
ず
我
と
笹
生
と
、
忽

然
と
し
て
絡
に
永
へ
に
離
れ
ん
こ
と
を
」
に
収
紋
さ
れ
て
い
く
痛
切

さ
を
見
の
が
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
こ
と
を
確
認
し
て
お
い
た

上
で
第
三
首
を
読
め
ば
、
別
れ
の
悲
し
み
を
断
ち
切
ら
ん
と
し
た
次

元
か
ら
歌
い
起
こ
さ
れ
て
い
る
の
が
よ
く
分
か
る
。
「
離
別
古
よ

り
有
り
」
と
個
別
次
元
か
ら
別
れ
を
普
遍
化
さ
せ
て
詩
は
は
じ
ま

る
。
自
己
の
溢
れ
る
感
傷
を
処
理
し
て
お
い
て
か
ら
、
強
康
に
向
か

う
こ
と
ば
が
た
ぐ
ら
れ
て
い
く
。
旅
立
つ
哲
康
の
身
を
案
じ
、
決
し

て
孤
立
し
た
存
在
に
な
ら
ぬ
、
と
執
搬
に
励
ま
し
て
い
る
の
だ
。
ど

こ
に
行
こ
う
と
友
人
は
で
き
る
、
苦
し
い
と
き
も
し
ば
ら
く
の
間

だ
、
時
を
待
て
、
類
を
も
っ
て
楽
ま
る
も
の
だ
か
ら
賢
人
は
孤
立
し

な
い

i
!と
、
勇
気
づ
け
の
こ
と
ば
を
次
々
に
重
ね
、
哲
康
の
孤
立

を
真
に
気
遣
う
友
情
が
厚
み
を
も
っ
て
昂
け
ら
れ
る
。
末
尾
の
「
鼠

め
よ
や
酪
生
、
徳
を
敬
し
み
て
以
て
身
を
演
し
め
」
に
は
、
常
套
表

注
@

現
の
背
後
か
ら
欝
康
の
生
を
願
う
心
情
が
切
々
と
響
い
て
く
る
。
そ

う
い
う
文
脈
の
中
で
、
郭
遮
周
は
「
身
名
」
こ
そ
大
切
に
、
と
一
一
一
一
口
っ

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
委
細
を
尽
く
す
あ
ま
り
の
こ
と
ば
で
あ
っ

た
、
と
解
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

想
康
の
答
詩
の
第
一
首
と
第
二
首
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
同

士
山
郭
還
周
と
の
別
れ
を
悲
し
み
、
自
己
の
信
念
を
語
る
だ
け
で
、
郭

遼
周
と
直
接
ぶ
つ
か
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
第
一
首
で
は
全
編
友
人

の
真
情
を
患
い
、
「
二
子
嘉
詩
を
贈
る
、
態
と
し
て
幽
蘭
の
馨
り

あ
る
が
如
し
」
と
感
謝
す
る
。
必
ず
し
も
美
的
辞
令
で
は
な
い
の

は
、
別
れ
の
つ
ら
さ
を
し
ぼ
り
出
す
よ
う
な
歌
い
方
で
一
貫
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
「
土
を
慾
ひ
て
親
し
き
所
を
思
へ
ば
、
能
く
憤
盈

注
@

せ
ざ
ら
ん
や
」
と
激
し
て
結
ぶ
。
第
二
首
で
は
、
自
身
の
育
ち
を
想

い
お
こ
す
こ
と
か
ら
は
じ
め
ら
れ
、
時
代
を
生
き
る
難
し
さ
を
諮
り

つ
つ
、
神
仙
の
遊
を
求
め
る
信
念
を
一
諮
る
。

し
か
し
第
三
首
に
あ
っ
て
は
、
郭
還
期
の
友
情
溢
れ
る
送
別
の
こ

と
ば
全
体
を
、
あ
え
て
無
視
し
た
と
し
か
思
え
な
い
。
情
の
次
元
で

と
ら
え
る
こ
と
を
し
な
い
で
、
こ
と
ば
と
し
て
、
「
身
」
と
「
名
」

と
裁
然
と
区
別
で
き
な
い
そ
の
不
備
を
突
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

他
で
も
な
い
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
と
ば
の
背
後
に
あ
る
郭
、
湿
潤

の
現
実
認
識
の
甘
さ
を
突
い
た
の
で
あ
る
。

い
さ
さ

強
康
の
五
二
一
一
口
詩
を
評
し
、
梁
の
鐙
蝶
は
「
頗
か
貌
の
文
(
一
帝
)
に

似
る
。
過
ぎ
て
峻
切
を
信
用
し
、
許
直
に
し
て
才
を
露
は
し
、
淵
雅
の

対
M
c
を
鋲

μ
」
(
『
詩
口
開
門
戸
中
口
問
)
と
い
っ
た
。
こ
こ
に
い
う
つ
許

あ
ば

宣
」
は
、
『
論
一
訪
問
』
陽
実
篇
に
見
え
る
の
こ
と
ば
「
許
き
て
以

( 5 ) 



て
直
と
潟
す
者
を
惑
む
」
か
ら
出
る
。
語
の
本
来
的
な
意
味
で
、

2
5
5「
】
許
百
一
」
の
評
誌
が
当
て
は
ま
る
で
あ
為
。
郭
濯

周
の
友
情
で
く
る
み
こ
ま
れ
た
認
識
に
潜
む
甘
さ
に
黙
っ
て
い
ら
れ

な
い
で
、
そ
れ
を
発
き
立
て
る
愁
康
の
過
度
の
「
般
切
」
き
が
見
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
鐙
会
へ
の
蔑
視
の
エ
ピ
ソ

i
ド
を
は
じ
め
と
し
て
、
い

注
⑥

か
に
も
哲
康
ら
し
い
一
許
直
で
綾
切
な
心
位
、
が
う
か
が
え
よ
う
。
し
か

し
、
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
哲
康
の
心
性
に
帰
せ
ら
れ
る
問
題
に

終
わ
ら
な
い
。
こ
こ
に
お
い
て
示
し
た
「
許
直
」
の
姿
勢
こ
そ
、
現

実
の
情
況
の
た
だ
中
で
自
己
の
思
想
と
倫
理
と
が
厳
し
く
問
わ
れ
て

い
る
の
だ
、
と
す
る
自
覚
の
上
に
立
つ
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ

の
こ
と
を
詳
述
す
る
前
に
、
明
確
に
さ
せ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
問
題
が
あ
る
。
二
郭
と
の
別
れ
の
場
合
と
、
兄
話
喜
と
の
別
れ
の

場
合
と
で
は
、
話
康
に
と
っ
て
の
別
れ
る
対
象
の
存
在
意
味
や
別
れ

の
情
況
の
違
い
が
大
き
か
っ
た
、
と
い
う
点
に
関
し
て
で
あ
る
。

四

強
康
の
贈
答
詩
の
な
か
で
つ
始
秀
才
入
寧
詩
十
九
首
」
の
存
在
は

欠
か
せ
な
い
が
、
し
か
し
詩
題
、
詩
数
、
制
作
時
期
、
話
喜
以
外
の

兄
の
存
在
、
間
喜
の
入
軍
や
秀
才
と
な
っ
た
時
期
、
五
言
詩
一
首
の

判
断
、
等
々
基
本
的
な
点
で
多
く
の
問
題
が
残
る
。
松
本
幸
男
氏
に >-

に一

よ
れ
ば
、
兄
哲
喜
が
出
仕
す
る
に
際
し
、
話
康
か
ら
贈
っ
た
詩
は

「
謄
秀
才
入
軍
五
言
」
(
『
文
選
』
巻
二
十
四
所
牧
)
と
、
一
j
J

来
風
高
逝
」

以
下
の
「
四
一
一
一
口
詩
三
首
」
と
で
あ
り
、
と
く
に
後
者
は
愁
喜
の
「
答

な

μ
@

詩
四
首
」
と
対
応
す
る
ら
し
い
。
便
宜
上
今
は
松
本
説
の
限
定
に
沿

っ
て
筆
者
の
考
え
を
す
す
め
る
こ
と
に
す
る
。

両
者
の
詩
を
比
較
す
れ
ば
、
脅
康
か
ら
の
贈
詩
の
大
意
は
、
「
鱈

秀
才
入
軍
五
首
」
に
あ
っ
て
は
兄
と
の
別
れ
を
惜
し
み
、
「
四
一
一
一
一
口
詩

三
首
」
に
あ
っ
て
は
遊
仙
の
楽
し
み
を
歌
う
の
に
対
し
、
兄
か
ら
の

答
詩
は
出
仕
す
る
理
由
を
綿
々
と
述
べ
る
。
建
康
の
詩
に
は
兄
の
行

く
末
を
案
じ
る
情
が
基
底
に
あ
り
、
一
方
の
脅
喜
の
詩
に
は
進
退
を

異
に
す
る
道
を
決
断
し
た
処
世
観
が
展
開
さ
れ
る
が
、
終
始
弁
明
口

調
で
諮
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
な
両
者
の
間
に
交
わ
さ
れ
る
出
処
進
退
を
め
ぐ
る
や
り

と
り
は
終
始
か
み
合
う
す
べ
が
な
い
の
も
致
し
方
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ

が
あ
る
べ
き
存
在
と
し
て
提
出
す
る
「
至
人
」
を
例
に
と
っ
て
み
る

だ
け
で
も
十
分
に
分
か
る
。
智
康
は
第
三
首
で
、

1
流
俗
難
嬉
流
俗
に
あ
っ
て
は
搭
め
難
く

)
誠
一
物
不
還
物
を
逐
ひ
て
還
ら
ず

3
至
人
遠
襲
(
さ
れ
ど
)
至
人
は
遠
く
撃
て

蹄
之
自
然
之
を
自
然
に
蹄
す

と
、
世
俗
の
な
か
で
外
物
を
追
い
ま
わ
す
ば
か
り
の
存
在
に
対
す
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る
、
自
然
を
体
得
し
た
「
至
人
」
を
い
う
の
に
対
し
、
話
喜
は
第
二

首
の
末
尾
で
、

9
縦
躯
任
世
度
版
を
縦
に
し
て
世
度
に
任
す

至
人
不
私
己
至
人
は
私
己
せ
ず

私
一
身
を
離
れ
、
位
俗
の
や
り
方
に
身
を
ま
か
す
、
と
穴
い
え
て
い

る
。
ま
た
、
第
二
首
で

1 

は
通
畿
を
慨
し

否

一

本

に

非

ず

¥
1
一
芹
ド
ド
常
亙

勺

A
g
ト
プ
ヨ
ゴ
プ
が
j
Z
J

と
い
い
、
第
一
一

l
達
人
興
物
化

無
俗
不
可
安

と
い
う
。

で達
人
は
物
化
と
興
に
し

俗
と
し
て
安
ん
ず
る
可
か
ら
ざ
る
無
し

と
も
に
冒
頭
か
ら
、
ま
る
で
訟
康
の
用
語
と
は
概
念
の
違

」
「
達
人
」
の
見
解
が
一
示
さ
れ
て
い
る
。
世
浴
に
一
政
と
し

て
背
を
向
け
る
話
康
と
、
世
俗
に
心
を
傾
け
る
也
蓄
と
は
、
そ
の
は

じ
め
か
ら
そ
っ
ぽ
を
向
き
合
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

〉
ノ

ト土

右
の
「
縦
躯
任
世
度
」
と
か
一
無
俗
不
可
安
」
と
か
の

恕
康
の
「
縦
心
無
悔
一
(
其
二
一
)
と
か
「
世
俗
紛
託
、
棄
之
八

(
其
一
ニ
)
と
か
を
意
識
し
て
な
さ
れ
て
い
る
。
す
べ
て
は
「
世
俗
;
一

を
拒
否
す
る
か
、
容
認
す
る
か
の
一
点
に
か
か
っ
て
い
る
。
そ
の
世

俗
認
識
の
先
に
、
避
世
を
徹

4

低
す
る
方
向
に
向
、
き
続
け
る
か
、
仕
官

の
方
向
に
向
き
を
変
え
る
か
が
分
か
れ
る
の
で
あ
る
。

厳
然
と
存
荘
す
る
世
俗
(
一
時
世
〉
の
差
を
抜
き
に
し
て
、
出

処
進
退
を
第
一
に
言
い
出
せ
ば
、
所
与
の
現
実
を
絶
対
視
す
る
に
過

ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
、
と
脅
康
が
考
え
て
い
た
の
は
言
う
ま
で
も
な

。

。

い
。
惣
喜
が
「
君
子
は
遁
畿
を
鰭
す
」
「
時
至
り
て
忽
ち
蝉
腕
す
、

。

動
化
に
は
常
端
無
し
」
(
其
一
)
「
出
庭
は
時
資
に
図
る
」
(
其
一
二
)

と
「
幾
」
を
い
い
、
「
時
」
を
強
調
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
愁
康
に
は

自
己
弁
明
の
響
き
し
か
も
た
な
い
兄
の
声
で
あ
っ
た
ろ
う
。
「
時
至

り
て
忽
ち
蝉
腕
す
」
と
使
用
す
る
「
蝉
腕
」
の
詰
な
ど
も
、
方
向
が

逆
を
向
い
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。
強
康
に
は
「
蝉
脱
し
て
微
累
を

仲山⑬

棄
つ
」
(
「
遊
仙
詩
」
)
と
し
て
し
か
使
用
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。

官
康
が
兄
と
の
別
れ
に
わ
ざ
わ
ざ
詩
を
贈
っ
た
の
は
、
そ
こ
で
の

議
論
を
期
待
し
て
の
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
想
主
同
と
い
う
存
在

は
他
者
と
し
て
の
相
貌
を
も
っ
て
映
っ
た
の
で
な
く
、
肉
親
で
あ
っ

た
か
ら
に
違
い
な
い
。
同
時
に
ま
た
、
兄
と
共
に
過
ご
し
た
避
世
の

寸
法
蓮
」
の
時
間
を
確
認
し
て
お
き
た
か
っ
た
の
で
も
あ
ろ
う
。
対

す
る
替
喜
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
か
ら
出
仕
せ
ん
と
す
る
こ
と
が
第
一

の
関
心
で
あ
り
、
別
れ
の
悲
し
み
は
そ
れ
ほ
ど
深
刻
で
は
な
か
っ

た
c

哲
廉
詩
に
比
べ
、
警
喜
の
答
詩
に
は
別
離
の
情
が
表
明
さ
れ
て

い
な
い
。
ま
た
そ
の
出
仕
も
、
止
む
に
止
ま
れ
ぬ
思
い
の
末
の
、
強

い
ら
れ
た
苦
し
げ
な
選
択
と
い
う
面
も
な
い
。
「
李
受
は
間
取
に
寄

り

、

荘

生

は

漆

闘

に

遊

「

都

邑

も

優

遊

す

可

し

、

(
其
一
)

( 7 ) 
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何
ぞ
必
ず
し
も
山
原
に
棲
ま
ん
や
」
(
其
一
ニ
)
な
ど
は
一
種
の
朝
隠

の
よ
う
な
消
極
的
処
世
の
表
明
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
に
続
け
て

す
ぐ
「
孔
父
は
良
艇
に
策
う
ち
、
世
路
の
懇
き
を
一
宮
は
ず
」
と
積
極

的
処
世
を
も
厭
わ
な
い
発
言
を
し
て
い
る
鈍
感
さ
か
ら
見
て
も
、
こ

こ
で
は
仕
官
に
際
し
あ
る
程
度
の
意
欲
を
も
っ
て
臨
ん
だ
と
考
え
る

べ
き
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
な
ら
、
よ
り
よ
い
と
判
断
し
た
道
を
自

ら
選
択
し
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
弟
と
共
有
し
た
時
間
と
空
間
へ
の

未
練
は
あ
る
は
ず
も
な
く
、
共
同
詩
の
中
で
現
実
参
画
へ
の
意
味
づ
け

を
自
己
に
試
み
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
自

覚
の
有
無
は
と
も
か
く
、
話
蓄
に
と
っ
て
笹
康
と
い
う
存
在
は
自
己

の
行
為
の
批
判
者
と
し
て
の
、
言
い
換
え
れ
ば
他
者
と
し
て
の
相
貌

を
有
し
て
い
た
。
自
己
武
装
に
終
始
し
、
別
れ
を
悲
し
む
感
傷
を
穆

ま
せ
る
こ
と
な
く
、
弟
の
そ
の
後
を
思
い
や
る
密
も
な
い
の
も
そ
の

た
め
で
あ
ろ
う
。
決
し
て
智
康
に
屈
き
ょ
う
も
な
い
自
己
弁
明
を
積

み
重
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
も
、
そ
の
生
が
恕
康
と
い
う
存

在
に
よ
っ
て
否
定
的
な
も
の
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
構
図
故

波
む

の
こ
と
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。

同
じ
く
諮
蓄
は
第
三
首
の
末
尾
で
、

保
心
守
道
居
心
を
保
ち
道
を
守
り
て
居
れ
ど
も

税
務
安
能
遊
山
製
を
判
似
れ
ば
安
ん
ず
る
も
能
く
還
る

と
い
う
。
戴
明
揚
注
に
円
制
限
記
』
曲
躍
上
の
「
安
き
に
安
ん
じ
て
而

も
能
く
選
る
」
を
引
く
。
松
本
幸
男
氏
は
鄭
注
の
「
己
、
今
此
の
安

き
に
安
ん
ず
る
も
、
後
に
害
有
る
を
間
れ
ば
、
別
ち
嘗
に
能
く
選
る

注
②

ベ
き
を
謂
ふ
」
を
参
考
に
さ
れ
る
。
し
て
み
れ
ば
、
仕
官
は
「
後
に

害
有
る
を
圏
」
っ
た
賢
明
な
決
断
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
話
康
の

「
後
に
害
有
る
を
園
」
っ
て
避
世
の
意
志
を
屈
め
る
方
向
と
は
全
く

逆
向
き
で
あ
る
。
安
き
に
安
ん
ず
る
空
間
の
危
う
さ
か
ら
、
無
反
省

に
社
会
的
現
実
へ
と
向
か
う
と
こ
ろ
に
論
理
の
す
り
か
え
が
露
呈
す

る
。
「
援
」
と
か
「
遷
」
と
か
の
方
向
が
問
題
に
さ
れ
な
い
の
だ
。

強
喜
の
答
詩
第
一
首
の
「
華
堂
臨
波
沼
」
以
下
、
「
選
進
歩
一
関
渚
」

ま
で
の
冒
頭
五
句
は
の
び
の
び
と
遊
ぶ
空
間
を
歌
う
が
、
そ
の
と
き

「
物
に
感
じ
て
古
人
を
懐
ふ
」
と
続
け
て
老
子
や
荘
子
の
小
役
人
と

し
て
の
仕
官
を
つ
な
げ
て
い
く
。
つ
ま
り
、
の
び
や
か
な
「
選
議
」

空
間
と
仕
官
と
が
地
続
き
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
の
で
あ

( 8 ) 

る
。
自
己
の
贈
詩
に
答
え
て
兄
か
ら
こ
の
よ
う
な
こ
と
ば
を
返
さ
れ

た
哲
康
は
、
し
か
し
な
が
ら
「
時
歪
」
る
と
し
て
時
代
を
容
認
す
る

者
は
真
の
他
者
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
一
一
一
一
口
い
換
れ
ば
自
己
の
思
想
を

強
国
に
す
る
契
機
と
な
る
存
在
で
は
あ
り
え
な
い
の
だ
か
ら
、
応
援

の
仕
様
が
な
い
。
額
蓄
に
対
し
て
対
立
の
契
機
を
求
め
よ
う
に
も
媒

介
す
る
も
の
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
愁
康
に
と
っ
て
惣

注
⑬

喜
は
「
兄
」
以
上
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
裏
を
返
せ
ば
、
他
者
と

し
て
存
在
し
な
い
で
す
む
ほ
ど
、
そ
の
と
き
惣
康
の
避
世
空
間
に
危



機
は
さ
し
迫
っ
て
い
守
な
か
っ
た
、

答
二
郭
詩
一

i
詳
槻
凌
世
務

屯
除
多
憂
膜

3
施
報
更
柏
市

大
道
陛
不
釘

5
夷
路
殖
松
材
料

安
歩
踏
駕
如

7
機
智
相
傾
奪

名
位
不
可
居

9
鰭
鳳
遊
蔚
羅

逮
託
山
見
婦
協

口
紅
周
悼
援
亀

日
至
人
存
諸
己

隠
瑛
柴
玄
虚

日
功
名
何
足
殉

乃
欲
列
筒
骨
一
一
回

口
一
所
好
亮
若
弦

と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

五

注
@

其
三

詳
ら
か
に
世
務
を
凌
ぐ
を
観
る
に

屯
除
に
し
て
菱
虞
多
し

施
報
吏
ご
も
相
市
め

大
道
は
壁
れ
て
釘
び
ず

し
ず

夷
か
な
る
路
に
も
収
林
殖
り

安
歩
せ
ん
と
す
る
も
持
た
鷲
く
に
如
か
ん

機
智
相
傾
奪
し

名
位
も
居
る
可
か
ら
ず

機
関
胤
は
蔚
羅
を
避
け

遠
く
山
見
婦
の
嘘
に
託
す

荘
周
は
蜜
識
を
悼
み

越
の
授
は
王
輿
を
嵯
く

至
人
は
諾
を
己
に
存
し

瑛
を
隠
し
て
玄
虚
を
柴
し
む

功
名
何
ぞ
殉
む
る
に
足
ら
ん

な
ん乃

と
簡
噛
一
一
回
に
列
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
欲
す
と
は

好
む
所
亮
に
対
く
の
若
く
ん
ば

楊
氏
歎
交
街
楊
氏
の
ご
と
く
交
街
に
敷
く
こ
と
あ
ら
ん

四
去
去
従
所
志
去
か
ん
去
か
ん
士
山
す
所
に
従
は
ん
ぞ

敢
謝
選
不
倶
敢
へ
て
諒
ぐ
議
一
保
に
せ
ず

構
成
は

1
1
8
匂
で
権
謀
う
ず
ま
く
世
の
中
を
生
き
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
険
難
さ
を
い
い
、

9
1
U
句
で
い
か
な
る
佐
官
の
誘
い
に
も

応
じ
ず
、
遊
世
の
志
が
揺
が
な
い
こ
と
を
再
度
表
明
す
る
。
そ
し
て

最
後
に
日
j

m
句
で
、
二
郭
に
向
け
て
激
し
く
訣
別
の
こ
と
ば
を
投

げ
つ
け
た
の
で
あ
る
。

こ
の
と
き
の
河
東
の
地
へ
の
避
難
に
つ
い
て
『
貌
氏
春
秋
』
(
『
一
ニ

図
志
・
説
書
』
玉
条
傍
注
引
)
に
は
、

大
将
軍
嘗
て
話
康
を
酔
さ
ん
と
欲
す
る
に
、
康
は
既
に
絶
世
の

言
有
り
。
叉
従
子
善
か
ら
ず
、
之
を
河
東
に
避
く
。
或
い
は
世
を

遊
く
と
一
五
ふ
。
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と
二
つ
の
理
由
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
後
に
河
東
か
ら

帰
る
や
、
ま
た
ぞ
ろ
仕
官
問
題
が
持
ち
上
が
り
そ
う
に
な
り
、
「
奥

山
E
源
絶
交
書
」
を
盟
国
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
第
一
首
に
「
渓
子
は
梁
の
側
に
涯
れ
、
憲
政
は
其
の
形

を
襲
ず
」
と
不
気
味
な
詩
句
が
見
え
、
そ
の
後
つ
:
慮
ひ
は
有
く
も

や
す
ん

自
ら
寧
ゆ
す
る
に
在
り
、
今
嘗
に
他
域
に
寄
す
べ
し
:
・
一
と
続
き
、
従

子
と
の
間
が
こ
じ
れ
た
事
態
の
切
迫
さ
を
伝
え
て
い
る
。
ま
た
第
三

首
の
中
ご
ろ
は
日
頃
の
感
懐
を
述
べ
た
と
も
言
え
る
が
、
『
，
貌
氏
春



秋
』
に
い
う
司
馬
昭
が
館
康
を
辞
そ
う
と
し
た
こ
と
を
江
・
ロ
匂
の

故
事
に
暗
示
し
て
い
る
と
言
え
ば
い
え
よ
う
。

こ
の
と
き
替
康
は
身
の
危
険
と
処
世
の
根
幹
を
問
わ
れ
る
危
う
さ

の
た
だ
中
に
い
た
の
で
あ
る
。
急
迫
し
た
情
況
で
あ
っ
た
。
患
い
も

よ
ら
ぬ
急
な
旅
立
ち
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
郭
遮
叔
の
四
言
詩
四
苦

が
、
事
態
の
急
変
に
驚
く
ば
か
り
の
見
送
る
友
人
の
勤
顧
ぶ
り
を
よ

く
伝
え
て
い
る
。
い
ず
れ
も
詩
の
中
途
の
「
如
何
ぞ
忽
問
と
し
て
」

と
い
う
転
識
が
ま
こ
と
に
効
果
的
で
あ
り
、
情
況
に
い
ら
れ
た
避

世
で
あ
る
こ
と
が
よ
く
分
か
る
c

一
方
の
郭
返
周
に
山
陽
の
地
を
避
け
る
理
由
は
な
か
っ
た
。
彼
の

刊
に
は
激
し
い
時
代
一
段
視
や
険
難
な
生
は
語
ら
れ
て
は
い
な
い
。

逃
げ
る
よ
う
に
旅
立
つ
脅
康
の
そ
の
後
の
孤
立
を
案
じ
る
が
、
自
身

を
も
揺
が
す
と
す
る
危
機
意
識
は
切
実
で
な
か
っ
た
。
友
人
の
立
場

に
立
っ
て
慰
め
る
、
情
況
に
関
し
て
は
一
種
の
余
裕
の
中
に
あ
れ
ば

こ
そ
、
河
東
の
地
に
あ
っ
て
も
「
四
海
皆
兄
弟
た
り
」
で
あ
り
、

「
方
は
各
お
の
類
を
以
て
緊
ま
り
、
物
は
亦
設
中
を
以
て
殊
な
る
」
と

楽
観
的
で
あ
っ
た
。
少
な
く
と
も
恕
康
に
は
そ
う
映
っ
た
に
違
い
な

い
。
「
縁
有
れ
ば
復
た
東
に
(
蹄
り
)
来
た
れ
」
(
其
二
)
と
呼
び
か

け
て
い
る
の
も
、
時
を
し
の
げ
ば
再
び
今
ま
で
の
交
避
の
時
間
が
、

こ
こ
山
陽
の
地
に
あ
っ
て
成
立
す
る
と
忠
っ
て
い
る
。
間
康
が
「
友

に
集
ま
り
、
郎
琴
し
て
登
り
て
情
歌
せ
ん
、
能
く
我

を
結
び
て

に
従
ふ
者
有
ら
ば
、
古
人
何
ぞ
多
と
す
る
に
足
ら
ん
」
(
其
二
〉
と

同
行
を
呼
び
か
け
る
の
に
対
し
、
「
欽
し
め
や
其
の
所
を
得
よ
、
我

が
心
を
し
て
遠
へ
し
む
」
(
其
二
)
と
従
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
が

残
念
だ
と
表
明
す
る
。
こ
れ
ら
の
や
り
と
り
が
伏
線
と
な
っ
て
、
話

康
は
第
三
首
で
「
敢
て
説
ぐ
倶
に
せ
ず
」
と
訣
別
す
る
の
で

あ
る
。従

っ
て
現
実
的
危
機
に
瀕
し
て
い
る
友
人
に
対
し
、
郭
退
席
は
友

人
の
生
を
危
慢
す
る
情
の
次
元
で
は
窟
き
え
た
け
れ
ど
、
自
己
の
倫

理
思
想
の
次
元
で
は
届
き
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
話
康
に
と
っ
て

こ
と
は
根
源
的
な
生
の
基
盤
を
関
わ
れ
る
問
題
で
あ
っ
た
。
「
身
名
」

に
つ
い
て
脅
康
が
ぶ
つ
か
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
は
、
志
を
同
じ

く
す
る
は
ず
の
郭
退
周
の
楽
天
的
認
識
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
。

時
代
の
暗
い
影
は
山
東
の
交
遊
空
間
に
ま
で
押
し
よ
せ
て
き
た
。

そ
の
と
き
、
時
代
と
殻
然
と
分
か
つ
避
世
空
間
が
現
実
に
存
在
す
る

か
ど
う
か
。
よ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
避
世
の
方
向
を
徹
底
さ
せ
る

精
神
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
精
神
を
媒
介
さ
せ
る
も
の
は
、
強

烈
な
反
時
代
意
識
以
外
に
あ
り
得
な
い
。
こ
こ
で
強
康
の
第
三
首
の

構
成
を
再
度
想
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
冒
頭
か
ら
時
代
へ
の
嫌

悪
を
意
識
に
上
ら
せ
た
そ
の
後
に
、
選
世
を
一
件
縫
認
し
て
歌
っ
て
い

た
。
反
時
代
を
貫
く
認
識
を
契
機
に
し
て
は
じ
め
て
、
そ
の
先
の
避

世
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
万
物
は
類
を
も
っ
て
緊
ま
る

( 10 ) 



と
い
う
認
識
も
、
治
康
を
い
ら
だ
た
せ
た
に
違
い
な
い
。
圧
倒
的
な

権
力
に
侵
害
さ
れ
る
ば
か
り
の
い
ま
や
、
ど
こ
に
も
存
在
し
得
な
い

か
も
知
れ
な
い
避
世
の
共
有
空
間
を
、
し
か
し
先
験
的
に
想
」
定
で
き

る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
は
も
は
や
単
な
る
憧
れ
で
し
か
な
い
。
後

は
ぶ
ざ
ま
に
時
代
に
組
み
こ
ま
れ
て
い
く
の
を
待
つ
だ
け
な
の
で
あ

る
。
脆
弱
し
た
精
神
の
危
う
さ
を
、
郭
湿
潤
の
「
身
名
」
発
言
に
敏

感
に
，
映
、
ぎ
と
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

前
節
で
見
た
鶴
喜
の
場
合
と
対
照
さ
せ
て
み
る
と
よ
い
。
税
山
喜

は
時
代
に
向
け
て
自
ら
と
び
こ
ん
で
い
っ
た
。
そ
れ
を
措
し
む
強
康

は
、
し
か
し
危
機
の
た
だ
中
に
い
た
訳
で
な
く
、
兄
と
の
共
有
空
間

は
そ
れ
は
そ
れ
で
そ
の
ま
ま
自
己
の
避
性
空
間
と
し
て
保
償
さ
れ
続

け
て
い
た
。
時
代
の
良
は
巧
み
に
脅
喜
を
出
仕
さ
せ
る
程
度
で
あ
「

て
、
ま
だ
山
陽
に
ま
で
深
く
及
ん
で
い
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、

兄
と
の
別
れ
を
悲
し
む
情
の
中
に
お
ら
れ
た
。
し
か
し
今
度

J

ば
か
り

は
、
二
郭
が
自
分
に
示
す
よ
う
な
情
意
の
中
に
安
住
し
て
い
る
訳
に

は
い
か
な
い
。
諮
康
は
郭
遮
周
の
発
一
一
一
一
口
を
否
定
的
媒
介
と
し
て
、
自

己
意
識
を
顕
在
化
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
供
に
は
生
き
ず
と
孤
立
を
も

辞
さ
ず
に
強
烈
に
自
己
意
識
を
顕
在
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
も

う
一
・
度
自
己
と
時
代
と
の
関
係
の
場
に
自
己
を
立
た
せ
、
時
代
へ
向

け
て
拒
絶
の
意
志
を
示
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

-'-，、、

輿
謄
宏
氏
は
、
間
康
の
哲
学
的
論
文
に
一
る
特
色
と
し
て
、

第
一
に
「
和
平
山
川
」
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
「
生
き
る
主
体
と
し
て

の
自
己
を
置
き
去
り
に
し
て
放
た
れ
た
空
論
で
は
な
い
」
こ
と
を
指

摘
さ
れ
て
い
持
。
こ
の
「
論
」
の
特
色
は
そ
の
ま
ま
「
答
二
郭
詩
」

其
三
に
も
当
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
c

二
郭
、
が
莫
の
他
者

と
し
て
酪
康
の
中
に
存
在
し
た
か
ら
こ
そ
、
強
康
は
ポ
レ
ミ
!
ク
に

な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
し
て
他
者
を
否
定
的
媒
介
に
し
て
は

じ
め
て
、
あ
る
べ
き
自
己
を
立
た
せ
た
の
で
あ
る
。
刃
は
全
て
自
己

に
向
け
ら
れ
て
い
る
訳
な
の
だ
。
こ
こ
で
い
う
あ
る
べ
き
自
己
と

は
、
孤
立
を
も
辞
さ
ず
、
「
志
す
所
に
従
ふ
」
精
神
で
あ
る
o

愁
康

の
作
品
の
基
底
か
ら
は
い
つ
も
、
自
己
の
志
の
ま
ま
に
生
き
よ
と
い

う
戸
が
響
い
て
く
る
。

こ
こ
で
想
い
お
こ
す
の
は
、
「
奥
山
豆
源
絶
交
室
田
」
の
最
後
に
示

さ
れ
た
「
(
君
が
〉
区
高
の
一
意
有
り
と
雄
も
、
亦
た
己
に
疏
な
り
」

の
発
一
一
エ
ロ
で
あ
る
。
山
議
の
鶴
康
を
気
遣
う
気
持
ち
を
身
に
し
み
て
う

け
と
め
な
が
ら
、
し
か
し
善
意
や
誠
実
さ
の
次
元
を
超
え
た
生
き
方

の
根
源
に
か
か
わ
る
問
題
だ
と
し
て
、
絶
交
蓄
を
た
た
き
つ
け
た
。

そ
れ
と
同
じ
く
こ
こ
に
あ
っ
て
も
、
一
利
山
康
は
郭
遮
周
の
「
匡
匿
の

を
十
分
に
う
け
と
め
な
が
ら
、
や
は
り
「
身
名
」
の
語
に
ぶ
つ
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か
り
、
「
己
に
疏
な
り
」
と
向
か
い
合
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
本
来
な
ら
同
志
で
あ
り
続
け
る
こ
と
を
確
認
し
て
も
し
か
る

べ
き
場
面
で
あ
り
な
が
ら
、
道
を
異
に
す
る
と
し
て
友
人
の
向
こ
う

に
独
り
自
己
を
立
た
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
c

山
擦
は
「
愁
叔
夜
の
人
と
信
用
り
や
、
巌
巌
と
し
て
孤
松
の
濁
立
す

る
が
若
し
」
(
『
世
設
新
語
』
容
止
)
と
評
し
た
と
い
わ
れ
る
。
話
康

自
身
も
「
山
上
の
松
」
を
望
ん
で
「
濁
立
し
て
速
か
に
婆
び
無
し
」

(
「
遊
仙
詩
」
)
と
心
を
寄
せ
て
い
る
。
独
立
す
る
孤
松
の
イ
メ
ー
ジ

は
、
い
か
に
も
宮
康
に
ふ
さ
わ
し
い
。
ま
た
劉
宋
の
顔
延
之
は
「
俗

に
立
ち
て
は
流
議
に
迂
ふ
」
(
「
五
君
詠
一
)
と
、
時
代
と
括
抗
す
る

第
一
を
歌
っ
て
い
る
。

そ
の
場
合
の
「
俗
に
濁
り
立
つ
」
と
は
、
い
わ
ば
世
俗
を
否
定
し

て
郎
自
的
に
立
っ
た
の
で
は
な
く
、
世
俗
を
否
定
す
る
精
神
の
内
部

に
も
し
の
び
よ
る
危
う
さ
を
峻
拒
し
て
自
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
危
機
意
識
を
先
鋭
化
さ
せ
な
が
ら
、
た
え
ず
岳
立
へ
と

自
己
を
せ
り
出
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
次
第
に
大
き
く
権
力
に

か
ら
め
と
ら
れ
て
い
く
現
実
の
総
体
に
対
し
、
抵
抗
の
質
を
自
ら
の

内
部
に
つ
く
っ
て
い
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
答
二
郭
詩
」
其
三
に
は
他
者
を
切
る
精
神
の
志
向

が
見
事
に
示
さ
れ
て
は
い
た
が
、
そ
の
と
き
の
苦
し
げ
な
内
面
は
表

現
さ
れ
て
い
な
い
と
言
え
ば
い
え
る
。
苦
し
い
内
部
を
も
も
ら
さ
ず

ト
ー
タ
ル
に
自
己
に
関
わ
る
詩
は
、
主
と
し
て
言
志
詩
の
領
域
で
あ

っ
た
。
た
だ
、
宮
康
に
と
っ
て
贈
答
詩
も
ま
た
、
本
質
的
な
表
現
の

場
で
あ
っ
た
と
は
言
え
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
を
-
託
す
た
め
に
本
稿
で

は
、
対
他
性
を
前
提
と
す
る
「
答
二
郭
詩
」
の
中
に
、
就
山
康
の
対
自

の
あ
り
ょ
う
の
核
と
な
る
精
神
の
独
自
の
様
式
i
i
e
贈
答
詩
と
い
う

場
と
時
と
を
契
機
と
し
て
自
立
す
る
精
神
を
確
認
し
て
お
き
た
か
っ

た

の

で

あ

る

。

(

青

山

学

院

大

学

)

公
定
〉

①
「
奮
康
論
付
!
i絶
交
喜
二
蓄
に
見
る
表
現
の
位
相
ー
一
(
『
中
国
文
化
一

九
八
九
』
漢
文
学
会
会
報
第
四
七
号
)

②
劉
汝
裳
『
漢
音
事
街
編
年
』
巻
七
ほ
か
、
諸
家
は
お
お
む
ね
二
五
八
年

頃
の
こ
と
と
し
て
い
る
。

③
清
・
陳
一
肺
明
は
「
此
云
功
烈
在
簡
書
、
故
康
答
以
功
名
何
足
殉
云
云
、

訓
門
知
詩
各
見
穣
抱
若
此
。
」
〈
『
采
薮
堂
古
詩
選
』
巻
八
)
と
い
う
。
ま
た
般

的
問
・
郭
全
芝
注
『
智
康
集
注
』
〈
一
九
八
六
年
二
一
月
・
黄
山
書
社
出
版
)

も
「
此
針
針
二
郭
詩
所
黄
身
名
存
、
功
列
…
在
領
警
部
一
マ
一
口
、
一
広
自
己
的
志
向

輿
此
不
向
。
」
と
解
す
る
ハ
六
七
一
良
)
。

③
「
智
康
の
『
離
』
の
立
場
」
(
『
大
倉
山
学
院
紀
要
』

2
)

③
涼
一
幹
明
は
「
清
気
相
引
、
在
情
必
宣
。
:
:
:
末
匂
横
縞
之
島
、
規
戒
吏

切
0
1

一
と
い
う
。

⑤
棟
一
鮮
明
江
「
結
一
品
川
亦
闘
激
。
」
と
い
う
。

⑦
「
許
車
」
に
つ
い
て
、
例
え
ば
高
木
正
一
訳
注
は
、
「
大
胆
立
つ
直
殻
な

自
己
表
白
を
す
る
こ
と
」
と
広
い
意
味
で
と
ら
え
、
四
言
詩
に
こ
そ
ふ
わ

( 12 ) 



し
い
評
語
だ
と
さ
れ
る
(
『
鑑
牒
詩
品
』
一
二
三
一
見
。
一
九
七
八
年
三
月
・

東
海
大
学
出
版
会
〉
。
脅
陵
詩
全
体
か
ら
見
れ
ば
妥
当
な
見
解
で
あ
る
が
、

た
だ
「
答
ニ
郭
詩
」
其
一
一
一
に
限
り
言
え
ば
、
本
来
的
な
意
味
で
の
「
許
直
」

の
評
語
が
ふ
さ
わ
し
い
五
一
一
一
一
同
詩
で
あ
る
。

⑧
古
直
、
陳
延
傑
は
人
物
評
語
に
ふ
さ
わ
し
い
と
す
る
。
陳
延
傑
『
詩
品

注
』
(
一
九
六
一
年
一

O
月
・
人
民
文
学
出
版
社
)
は
「
按
叔
夜
拒
鐙
曾
、

興
山
議
絶
交
、
皆
其
許
直
者
。
」
(
一
ニ
ニ
頁
)
と
注
す
。
ま
た
古
直
『
鍾
記

室
詩
口
問
築
』
〈
隅
桜
殺
害
〉
に
は
右
の
二
例
の
飽
に
、
「
案
貌
志
注
引
康
別

停
、
孫
登
謂
康
問
、
君
性
烈
市
才
橋
、
其
能
兎
乎
」
も
引
く
。

⑨
「
智
康
の
贈
答
詩
に
つ
い
て
(
上
)
」
ハ
『
皐
林
』
第
五
号
)
但
し
松
本

0

0

 

民
は
陳
酢
mm
に
な
ら
っ
て
「
贈
秀
才
入
軍
」
五
章
、
「
四
一
一
一
口
詩
」
三
章
と

さ
れ
る
。

⑩
成
問
錫
『
結
成
集
校
注
』
ハ
一
九
六
二
年
七
月
・
人
民
文
学
出
版
社
)

は
哲
喜
の
詩
句
に
注
し
て
、
『
春
秋
繁
露
』
天
道
施
の
「
網
娩
渇
誠
之
中
」

と
、
『
史
記
』
屈
原
資
生
列
停
の
「
蝉
腕
於
濁
械
、
以
浮
滋
脳
血
挨
之
外
」

と
を
引
く
が
、
い
ず
れ
も
「
世
俗
」
を
「
満
徹
」
と
認
識
し
、
そ
こ
か
ら

の
解
脱
を
い
う
。
強
康
の
「
蝉
腕
棄
械
黒
」
も
本
来
的
意
味
で
使
用
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
智
菩
に
あ
っ
て
は
、
時
至
ら
ぬ
仕
官
前
を
こ
そ
「
濁

織
」
と
嫌
悪
す
る
心
情
が
基
底
に
あ
っ
て
、
時
至
り
て
世
俗
に
向
か
う
姿

を
「
悶
蛇
」
と
と
ら
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

⑬
そ
の
構
図
は
、
鐙
会
の
場
合
と
さ
ほ
ど
違
い
は
な
か
っ
た
よ
う
に
患

ぅ
。
鐙
会
に
と
っ
て
哲
康
は
他
者
と
し
て
大
き
く
存
在
し
た
が
、
智
康
に

と
っ
て
鑑
会
は
現
実
の
敵
で
は
あ
っ
て
も
、
固
有
の
他
者
た
り
得
な
か
っ

た
。
拙
稿
「
鍾
会
論
」
(
『
青
山
学
院
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
一
ニ

O
号
)
参

昭
一
。
も
っ
と
も
鐙
会
は
露
骨
に
智
康
を
敵
と
し
て
弾
劾
す
る
。
そ
う
い
う

攻
撃
性
は
替
喜
に
は
な
か
っ
た
。
肉
親
で
も
あ
り
、
ま
た
鍾
会
ほ
ど
の
大

物
で
も
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
し
か
し
庇
籍
か
ら
礼
法
の
土
と
し
て
白
眼
視

さ
れ
た
よ
う
に
、
存
在
の
構
図
と
し
て
は
鍾
会
と
同
じ
次
元
で
強
康
的
生

を
根
底
に
お
い
て
危
う
く
さ
せ
る
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

⑫
『
哲
康
集
校
注
』
二
三
頁
。
松
本
論
文
は
、
注
⑨
に
伺
じ
。

⑬
終
生
智
康
に
と
っ
て
欝
蓄
は
兄
以
上
の
存
在
で
は
な
か
っ
た
。
国
有
の

他
者
で
あ
っ
た
か
否
か
を
め
ぐ
っ
て
は
、
孫
登
と
対
置
し
て
み
れ
ば
明
ら

か
だ
。
脅
康
は
獄
中
に
あ
っ
て
、
孫
登
か
ら
「
保
身
の
道
足
ら
ず
」
と

ヰ
一
一
口
わ
れ
た
こ
と
を
想
い
起
こ
し
、
悔
い
る
。
孫
登
は
替
康
に
と
っ
て
盟
有

の
他
者
と
し
て
立
ち
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
獄
中
の
哲
康
を
脅
喜
は
た

ず
ね
て
い
る
(
『
世
設
新
語
』
雅
量
篇
注
引
円
文
士
停
』
)
が
、
強
康
は

「
顔
色
不
幾
一
と
心
を
乱
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
智
康
は
獄
中

に
あ
っ
て
、
時
代
と
共
に
歩
む
兄
の
姿
を
見
て
も
、
時
変
を
見
き
わ
め
よ

と
い
う
か
つ
て
兄
に
返
さ
れ
た
こ
と
ば
を
想
い
起
こ
し
て
は
い
な
い
の

だ
。
「
幽
憤
詩
」
に
は
恨
い
が
次
々
と
わ
き
お
こ
る
が
、
し
か
し
国
難
な

時
代
に
生
を
全
う
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
悔
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
出
仕

し
な
か
っ
た
こ
と
を
決
し
て
悔
い
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
刑
死
に
臨
み
孫

登
が
図
有
の
他
者
と
し
て
存
在
し
た
の
に
対
し
、
他
者
と
し
て
の
哲
喜
は

終
生
浮
か
び
上
が
り
ょ
う
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

@

5
勾
「
箱
一
一
を
「
殖
一
己
、
立
匂
「
稜
」
を
「
捜
」
に
改
め
た
。
『
哲

康
築
校
注
』
六
四
頁
参
照
。

⑬
「
宮
康
i
孤
独
の
求
道
者
」
(
白
原
和
国
編
『
中
国
思
想
史

ω』
一
九
八

七
年
七
月
・
べ
り
か
ん
社
)
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