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一　

問
題
の
あ
り
か

　

嵆
康
（
二
二
三
│
二
六
二
）
は
「
家
誡
」（『
嵆
康
集
』
巻
十
）
で
は
、

場
と
状
況
と
を
考
え
て
内
心
を
「
言
は
ざ
る
」（「
黙
」
す
る
）
こ
と
を

言
動
の
指
針
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
が
、「
釈
私
論
」

(

巻
六)

で
は
、
必
ず
「
無
措
顕
情
」（
計
ら
い
を
考
慮
し
な
い
で
、
あ
る
が

ま
ま
に
自
己
の
心
情
を
表
明
す
る
）
を
こ
そ
徹
底
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

自
分
の
内
面
を
標
示
し
な
い
で
生
き
よ
と
す
る
こ
と
と
、
自
分
の
内

面
を
隠
し
て
は
い
け
な
い
と
す
る
こ
と
と
、
こ
の
相
反
す
る
嵆
康
の

主
張
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
、
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
実
り
あ
る

嵆
康
論
に
な
る
か
。 

　
「
家
誡
」
が
入
獄
後
に
執
筆
さ
れ
た
と
す
る
見
解
に
は
同
調
す
（
1
）

る
が
、

し
か
し
上
記
二
作
品
の
内
面
を
単
純
に
時
間
軸
で
並
べ
る
こ
と
に
は
、

嵆
康
の
表
現
営
為
に
あ
っ
て
は
そ
れ
ほ
ど
意
味
が
な
い
と
思
う
。
両

者
の
前
提
と
し
て
視
野
に
入
れ
て
お
く
も
の
と
し
て
、
二
点
あ
げ
ら

れ
る
だ
ろ
う
。
第
一
点
は
、
対
他
的
処
世
の
発
言
と
、
対
自
的
な
言

動
と
の
確
認
で
あ
る
。「
家
誡
」
は
「
守
志
」
を
貫
く
た
め
に
官
界

の
場
で
は
ど
の
よ
う
に
振
る
ま
う
か
、
自
己
が
自
己
で
あ
り
得
る
た

め
の
対
世
間
的
処
世
の
心
構
え
を
縷
々
述
べ
る
。
一
方
「
釈
私
論
」

は
、
西
順
蔵
が
い
う
よ
う
に
「
心
術
的
概
念
」（「
心
術
」
の
語
を
、
筆

者
は
心
情
倫
理
と
理
解
し
て
い
る
）
の
公
私
論
と
し
て
述
べ
た
（
2
）

も
の
で
、

ど
こ
ま
で
も
主
体
的
に
生
き
る
た
め
に
自
己
の
行
動
を
支
え
る
理
の

構
造
を
把
握
し
、
そ
こ
で
の
自
己
の
心
の
用
い
方
に
よ
る
言
動
の
原

理
を
展
開
す
る
。
第
二
点
は
、「
誡
（
戒
）」〈
形
の
上
で
は
息
子
へ

の
言
葉
〉
と
、「
論
」〈
固
有
の
他
者
を
契
機
に
自
己
の
思
想
（
孤
と

し
て
の
生
と
精
神
の
は
た
ら
き
）
を
ど
こ
ま
で
も
貫
く
〉
と
の
文
体
の
差
、

つ
ま
り
執
筆
の
動
機
・
目
的
が
異
な
る
こ
と
で
あ
る
。

　

い
ま
筆
者
は
上
記
そ
れ
ぞ
れ
の
二
項
対
照
と
い
う
視
野
を
前
提
と

し
た
上
で
、
両
作
品
に
通
底
す
る
も
の
と
し
て
、
嵆
康
の
思
惟
の
原

型
の
特
徴
の
一
つ
、「
中
人
」
の
志
か
ら
の
発
想
を
め
ぐ
っ
て
考
え
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た
い
と
思
う
。「
中
人
」
の
志
か
ら
捉
え
、
そ
こ
か
ら
表
現
者
嵆
康

の
営
み
の
基
核
に
あ
る
精
神
の
方
向
性
、
つ
ま
り
、「
志
」
そ
の
も

の
の
実
態
・
実
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
、
嵆
康
の
「
言

志
」
性
│
表
現
す
る
こ
と
（
文
学
）
の
価
値
を
考
え
る
課
題
を
深

め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

二　
「
明
胆
論
」
に
見
る
「
中
人
」
か
ら
の
発
想

　

筆
者
は
別
稿
で
、「
明
胆
論
」（
巻
六
）
に
見
る
思
惟
の
原
型
を
数

点
あ
げ
、
そ
の
一
つ
と
し
て
、「
中
人
」
の
志
と
い
う
発
想
か
ら
嵆

康
が
議
論
を
巡
ら
す
こ
と
に
つ
い
て
触
れ
て
お
（
3
）

い
た
。
至
明
・
至
胆

の
至
人
を
最
高
の
存
在
と
し
て
見
据
え
て
お
い
た
上
で
、
嵆
康
が
嵆

先
生
に
語
ら
せ
る
の
は
、
至
人
で
は
な
い
普
通
の
人
、
つ
ま
り
中
人

の
場
合
で
あ
る
。
中
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
態
・
情
況
に

よ
っ
て
、
明
と
胆
の
別
個
の
二
気
、
そ
れ
ぞ
れ
の
盈
縮
の
関
係
か
ら

言
動
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
論
争
相
手
の
呂
子
が
い
う
よ
う
な

明
が
胆
を
う
む
と
す
る
明
の
胆
に
対
す
る
絶
対
的
優
位
の
考
え
の
過

誤
に
つ
い
て
、
具
体
的
例
証
を
執
拗
に
お
こ
な
っ
て
い
る
。

唯
至
人
特
鍾
純
美
、
兼
周
外
内
、
無
不
畢
（
一
作
必
）
備
。
降
此
已
往
、

蓋
闕
如
也
。
或
明
于
見
物
、
或
勇
于
決
断
。、、、、
兼
之
者
博
于
物
、

偏
受
者
守
其
分
。、、、、
明
以
見
物
、
胆
以
決
断
。
専
明
無
胆
、
則
雖

見
不
断
、
専
胆
無
明
、
則
違
理
失
機
。

た
だ
「
至
人
」
と
い
う
存
在
だ
け
は
特
別
で
、「
至
明
至
胆
」
の
完
璧
な
美
を

持
ち
合
わ
せ
、
外
形
も
内
実
も
文
句
な
く
兼
ね
備
え
て
い
ま
す
。﹇
し
か
し
﹈

至
人
と
は
違
っ
て
普
通
の
人
（「
中
人
」）
の
場
合
は
﹇
明
と
胆
と
を
す
べ
て

備
え
て
い
る
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
ず
﹈、
物
事
を
し
っ
か
り
と
見
る
明
を
も

っ
て
い
る
人
も
い
れ
ば
、
物
事
を
決
断
す
る
と
き
に
勇
気
を
持
っ
て
や
り
と

げ
る
こ
と
が
で
き
る
人
も
い
ま
す
。、、、、﹇
と
に
か
く
﹈
明
と
胆
と
の
両
者
を

持
つ
「
至
人
」
は
博
く
物
事
に
通
じ
る
こ
と
が
で
き
、﹇
そ
れ
に
対
し
て
﹈
両

者
の
一
方
に
だ
け
偏
っ
て
優
れ
た
も
の
を
も
つ
「
中
人
」
は
そ
の
分
を
守
っ

て
生
き
て
い
る
。、、、、
明
と
は
物
事
を
見
る
は
た
ら
き
で
、
胆
と
は
物
事
を

決
断
す
る
は
た
ら
き
で
す
。﹇
片
方
の
は
た
ら
き
が
す
ぐ
れ
、
片
方
が
そ
う
で

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
が
、﹈
明
だ
け
が
あ
っ
て
胆
が
な
い
場
合
は
、
見
る
こ

と
は
で
き
て
も
決
断
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。﹇
反
対
に
﹈
胆
は
あ
る
け
れ

ど
も
明
が
な
い
場
合
は
、
物
の
道
理
と
い
う
も
の
に
達
し
て
い
な
い
た
め
機

を
失
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

　

右
に
見
る
よ
う
に
、
至
人
を
見
据
え
な
が
ら
、
し
か
し
普
通
の
人

の
場
合
と
し
て
情
況
の
中
で
の
明
胆
の
実
態
を
、「
専
明
無
胆
」
と

か
「
専
胆
無
明
」
と
か
で
捉
え
て
い
る
。
引
用
文
の
あ
と
、
さ
ら
に

は
、
事
態
・
情
況
に
よ
っ
て
明
に
も
胆
に
も
盈
縮
が
あ
る
と
の
議
論

へ
と
導
い
て
い
く
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
引
用
部
の
箇
所
で

は
「
此
れ
（
至
人
）
を
降
る
已
往
」
の
存
在
と
い
い
、「
中
人
」
の
語

が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
の
だ
が
、
論
の
後
半
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
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に
使
用
さ
れ
て
い
て
、
嵆
康
は
至
人
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
そ
の
よ

う
で
は
あ
り
得
な
い
普
通
の
人
（
中
人
）
と
し
て
「
人
」
を
捉
え
て

い
る
、
と
み
な
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

欲
極
論
之
、
当
令
一
人
播
無
刺
諷
之
胆
、
而
有
見
事
明
。
故
当
有
不

果
之
害
。
非
中
人
血
気
無
之
、
而
復
資
之
以
明
。、、、、
夫
唯
至
明
能

無
所
惑
、
至
胆
能
無
所
虧
耳
。
苟
自
非
若
此
、
誰
無
弊
損
乎
。

﹇
た
だ
し
﹈
極
論
す
る
な
ら
当
然
、
あ
る
人
が
諷
刺
す
る
胆
力
は
な
い
け
れ
ど
、

事
態
を
見
る
明
察
力
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
の

場
合
に
は
当
然
、
果
敢
に
行
動
で
き
な
い
弊
害
が
生
じ
ま
す
。﹇
し
か
し
そ
れ

は
至
人
で
な
く
﹈
中
人
が
、
血
気
が
な
い
け
れ
ど
も
明
に
よ
っ
て
﹇
行
動
で

き
な
い
と
い
う
弊
害
が
生
じ
な
い
よ
う
に
﹈
胆
が
助
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
全
く
あ
り
ま
せ
ん
。、、、、
そ
も
そ
も
た
だ
至
明
の

人
だ
け
が
い
か
な
る
時
も
惑
う
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
至
胆
の
人
だ
け
が
い

か
な
る
時
も
勇
気
が
欠
け
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
至

明
、
至
胆
の
人
で
な
い
か
ぎ
り
、
普
通
の
人
（
中
人
）
誰
も
が
明
と
胆
そ
れ

ぞ
れ
に
弊
損
が
あ
る
の
は
仕
方
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
の
場
合
の
「
中
人
」
は
至
人
で
は
あ
り
得
な
い
存
在
で
あ
る
が
、

か
と
い
っ
て
、「
或
明
于
見
物
、
或
勇
于
決
断
」
と
あ
る
よ
う
に
、

ど
ち
ら
か
に
す
ぐ
れ
る
能
力
を
有
す
る
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
至

人
と
は
対
極
の
俗
人
・
常
人
（
小
人
）
な
る
存
在
と
は
異
な
る
と
言

え
る
。「
明
胆
論
」
で
は
、
そ
の
中
人
の
発
想
か
ら
、
多
様
に
し
て

複
雑
な
現
実
的
な
言
動
に
関
し
て
明
と
胆
の
様
相
を
と
ら
え
か
え
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
い
ろ
い
ろ
な
人
間
が
い
る
、
と

同
時
に
、
一
人
の
人
間
に
あ
っ
て
も
い
ろ
い
ろ
な
矛
盾
す
る
内
面
と

能
力
の
発
揮
が
あ
り
、
事
態
と
情
況
に
よ
っ
て
そ
の
明
と
胆
の
現
れ

と
し
て
の
言
動
も
時
と
し
て
矛
盾
と
見
え
る
こ
と
も
あ
る
と
す
る
。

そ
の
人
間
認
識
を
軸
に
据
え
た
論
議
の
展
開
に
こ
そ
、
中
人
の
設
定

か
ら
考
え
る
こ
と
の
現
実
的
意
味
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
現
実
に
根
ざ

し
た
実
態
を
抜
き
に
は
、
哲
学
論
議
・
抽
象
論
議
も
無
意
味
だ
と
す

る
姿
勢
を
く
ず
さ
な
い
こ
と
が
一
貫
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
今
、「
家
誡
」
で
は
志
を
貫
い
て
生
き
る
こ
と
が
き
わ
め

て
困
難
な
官
界
に
あ
っ
て
、「
守
志
」
を
貫
く
た
め
の
中
人
の
具
体

的
な
生
を
模
索
す
る
、
次
に
、「
釈
私
論
」
で
は
至
人
に
向
か
う
志

の
可
能
性
を
、
中
人
の
「
無
措
顕
情
」
に
求
め
る
、
と
す
る
観
点
で
、

以
下
に
検
討
を
加
え
て
み
よ
う
と
思
う
。

三　
「
家
誡
」
の
「
守
志
」「
秉
志
」
に
つ
い
て

　
「
家
誡
」
は
迫
ら
れ
乱
さ
れ
る
存
在
で
し
か
な
い
官
界
で
の
生
を
、

さ
て
、
ど
の
よ
う
に
し
て
生
き
れ
ば
、「
守
志
」「
秉
志
」
が
可
能
か
、

が
具
体
的
に
執
拗
に
述
べ
ら
れ
て
い
く
作
品
で
あ
る
。

人
無
志
、
非
人
也
。
但
君
子
用
心
、
所
欲
準
行
、
自
当
量
其
善
者
、
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必
擬
議
而
後
動
。
若
志
之
所
之
、
則
口
与
心
誓
、
守
死
無
二
、
恥
躬

不
逮
、
期
於
必
済
。、、、、
斯
君
子
所
以
歎
息
也
。、、、、
故
以
無
心
守

之
、
安
而
体
之
、
若
自
然
也
、
乃
是
守
志
之
盛
者
可
耳
。

　

冒
頭
で
、
志
を
も
た
ぬ
も
の
は
人
に
非
ず
、
と
提
示
す
る
。
た
だ

君
子
は
い
つ
も
思
慮
深
く
、
大
本
に
照
ら
し
て
行
為
す
る
が
、
し
か

し
往
々
に
し
て
全
う
で
き
な
い
場
合
が
出
て
し
ま
う
。
心
に
堅
く
誓

っ
て
も
、
し
か
し
往
々
貫
け
な
い
も
の
で
、
そ
こ
が
君
子
の
嘆
息
す

る
と
こ
ろ
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
こ
の
第
一
段
落
の
末
尾
で
、
無
心
に
志

を
守
る
こ
と
が
で
き
る
自
然
な
存
在
、
そ
れ
こ
そ
が
「
守
志
の
盛
ん

な
る
者
」
だ
と
一
応
の
ま
と
め
を
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
最
盛
の
君

子
の
「
自
然
」
な
言
動
の
よ
う
に
は
な
か
な
か
い
か
な
い
の
が
現
実

の
場
面
場
面
で
あ
る
。
そ
こ
で
第
二
段
落
以
降
の
本
論
で
、
で
は
そ

の
と
き
君
子
（
志
を
貫
く
こ
と
を
必
ず
自
己
に
求
め
る
）
は
ど
の
よ
う
に

し
て
「
守
志
」
す
る
か
、
そ
れ
が
何
よ
り
も
大
切
だ
と
し
て
、
官
界

で
の
具
体
的
な
諸
場
面
で
の
「
守
志
」「
秉
志
」
を
貫
く
心
構
え
と

対
応
を
委
細
を
尽
く
し
て
語
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
い
う
「
君
子
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
ま
ま

「
君
子
」と
訳
そ
う
が
（
西
（
4
）

順
蔵
）、「
知
識
人
」と
置
き
換
え
よ
う
が
（
伊

藤
（
5
）

正
文
）、
立
ち
止
ま
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
用
語
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な

ら
第
二
段
落
以
降
で
は
、「
無
心
」
の
「
守
志
之
盛
者
」（
限
り
な
く

至
人
に
近
い
最
上
の
君
子
）
の
姿
と
は
微
妙
に
異
な
り
、
そ
の
よ
う
に

「
無
心
」
に
は
行
動
で
き
な
い
「
人
」
の
、
諸
場
面
で
検
討
さ
れ
る

「
守
志
」
の
姿
が
、「
守
志
の
一
端
だ
」
と
か
「
此
れ
も
又
秉
志
の
一

隅
也
」
と
か
と
提
示
さ
れ
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
に
作
品
を
把
握
す
る
と
、「
君
子
」
の
語
の
内
実
は
い

さ
さ
か
複
雑
に
し
て
微
妙
で
、
理
想
と
す
る
無
心
の
君
子
（
至
人
に

近
い
）
的
な
存
在
か
ら
、
至
人
の
よ
う
に
は
自
然
に
振
る
ま
え
な
い

が
志
を
ど
こ
ま
で
も
貫
こ
う
と
す
る
人
と
い
う
存
在
ま
で
を
含
み
う

る
、
と
い
う
程
度
の
幅
を
も
っ
て
（
曖
昧
の
ま
ま
）
使
用
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
筆
者
は
、
こ
こ
で
は
「
中
人
」
な
る
語
は
使
わ
れ
て
い
な
い

が
、
至
人
に
は
至
ら
な
い
が
志
を
守
り
ぬ
く
こ
と
を
志
向
す
る
存
在

を
、「
明
胆
論
」
で
も
示
さ
れ
た
「
中
人
」
と
認
識
し
て
い
る
と
捉

え
て
差
し
支
え
な
い
と
み
な
す
の
で
あ
る
。
無
心
に
行
動
で
き
る
君

子
の
最
盛
の
状
態
で
は
な
い
が
、
君
子
た
ら
ん
と
し
て
決
し
て
志
を

放
さ
ず
、
そ
れ
を
貫
く
こ
と
を
第
一
と
覚
悟
す
る
存
在
、
つ
ま
り
、

そ
れ
が
志
を
も
つ
人
と
し
て
の
存
在
で
あ
る
。
官
界
で
は
つ
ね
に
危

う
い
存
在
で
し
か
な
い
が
、
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
志
を
内
に
持
し
、

自
己
を
保
と
う
と
す
る
身
の
処
し
方
と
、
そ
の
と
き
の
内
面
の
保
持

の
強
さ
と
が
語
ら
れ
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
作
品
の
基
底
に
あ
る
発
想

と
し
て
は
、「
中
人
」
の
志
（
心
構
え
）
と
と
ら
え
返
す
こ
と
が
で
き

る
は
ず
で
あ
る
。

　

無
心
に
行
動
で
き
る
最
高
の
状
態
に
は
至
ら
な
い
が
、
い
つ
も
乱
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さ
れ
迫
ら
れ
な
が
ら
も
、
自
己
を
保
と
う
と
す
る
存
在
、
そ
の
中
人

の
心
構
え
が
具
体
的
場
面
と
し
て
語
ら
れ
て
い
き
、
志
を
守
る
こ
と

が
で
き
な
い
事
態
（
極
端
に
は
生
の
危
機
）
に
陥
っ
て
は
な
ら
ぬ
こ
と

を
こ
と
細
か
く
探
っ
て
い
る
。
主
と
し
て
そ
れ
は
、
場
か
ら
離
れ
る

こ
と
、
か
な
わ
ぬ
と
き
も
終
始
関
わ
ら
ぬ
事
、
た
だ
た
だ
黙
す
る
こ

と
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
も
で
き
な
い
事
態
に
直
面
せ
ざ
る
を
得
ず
、

も
は
や
逃
れ
ら
れ
な
い
と
判
断
し
た
と
き
に
は
、
断
固
と
し
て
そ
の

謀
議
に
迎
合
も
妥
協
も
し
て
は
な
ら
ず
、
き
っ
ぱ
り
と
自
己
の
胸
の

内
を
述
べ
よ
、
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
志
の
危
機
、
本
来
的
自
己
存
在
の

真
の
危
機
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
捨
て
て
は
な
ら
な
い
か
ら
、
と
す
る
。

「
黙
」
し
て
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
後
述
す
る
こ
と
に
な

る
が
、
醜
悪
な
事
態
も
結
局
最
後
に
は
良
い
結
果
を
も
た
ら
す
の
だ
、

と
す
る
信
念
に
も
支
え
ら
れ
た
覚
悟
で
あ
る
。

　
「
家
誡
」
に
あ
っ
て
は
と
も
か
く
「
君
子
」
と
い
う
言
葉
に
限
定

が
加
え
ら
れ
て
は
い
な
い
の
だ
が
、
無
心
に
言
動
で
き
る
最
盛
の
君

子
の
姿
が
冒
頭
で
示
さ
れ
た
後
（
つ
ま
り
そ
れ
を
見
据
え
な
が
ら
、
言
い

換
え
れ
ば
行
論
上
で
は
至
人
に
近
い
最
高
の
存
在
と
し
て
棚
上
げ
し
た
よ
う
な

形
で
）、「
中
人
」（
人
）
の
志
を
守
る
処
世
の
姿
を
探
る
こ
と
が
目
指

さ
れ
て
い
た
。
同
時
に
そ
れ
で
も
ど
う
し
よ
う
も
な
く
追
い
つ
め
ら

れ
た
時
に
は
志
を
貫
く
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
と
す
る
の
が
、

「
家
誡
」
と
い
う
作
品
で
、
単
な
る
処
世
術
を
披
瀝
し
た
も
の
で
は

な
い
、
嵆
康
の
精
神
こ
そ
が
語
り
尽
く
さ
れ
て
い
る
と
認
め
る
こ
と

に
な
る
。

　

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
志
を
守
る
こ
と
が
極
め
て
困
難
な
官
界

を
、
ど
の
よ
う
に
し
て
「
守
志
」「
秉
志
」
し
て
生
き
る
か
を
示
す

処
世
の
具
体
的
姿
が
、
こ
の
作
品
の
目
指
す
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
か
ら
、

し
ば
し
ば
嵆
康
の
精
神
と
し
て
把
握
さ
れ
る
「
人
無
志
、
非
人
也
」、

つ
ま
り
人
と
し
て
志
を
も
て
、
と
主
張
す
る
こ
と
が
こ
の
作
品
の
テ

ー
マ
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
難
し
い
時
代
に
「
至
人
」
で
あ
り
得

な
い
け
れ
ど
も
頑
と
し
て
志
を
手
放
さ
な
い
「
中
人
」
は
、
で
は
ど

の
よ
う
に
そ
れ
を
日
々
貫
き
通
せ
る
か
、
が
こ
の
作
品
の
主
旨
な
の

で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
「
中
人
」
に
焦
点
を
あ
て
、
そ
の
志
の
堅

持
と
そ
し
て
究
極
の
事
態
で
の
潔
い
発
揮
と
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
今
の
世
を
生
き
る
苦
し
さ
や
嘆
き
を
引
き
受
け
、
志
を
貫
く
。

そ
こ
を
こ
そ
語
る
の
だ
か
ら
、
無
心
で
は
あ
り
得
な
い
、「
中
人
」

の
覚
悟
と
知
恵
で
も
っ
て
時
代
に
対
峙
し
て
い
る
作
品
な
の
で
あ
る
。

四　
「
釈
私
論
」
に
お
け
る

　
　
　
　
「
無
措
顕
情
」
の
理
と
、「
中
人
」
の
志
向
性

　
「
釈
私
論
」
は
、「
無
措
顕
情
」「
発
露
心
識
」
と
い
う
自
己
の
「
用

心
」
の
側
か
ら
公
私
論
を
展
開
さ
せ
た
。
つ
ま
り
、
主
体
的
生
の
側

か
ら
心
情
倫
理
と
し
て
公
私
論
を
組
み
替
え
、
社
会
と
自
己
と
の
関
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係
を
捉
え
返
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
理
は
、
公
を
標
榜
す
る
司
馬
政

権
の
、
強
権
を
遂
行
す
る
最
終
段
階
で
の
、
実
態
は
簒
奪
の
私
的
暴

挙
を
衝
く
こ
と
に
な
る
。
表
現
す
る
こ
と
の
意
味
で
言
う
な
ら
、

「
釈
私
論
」
は
自
分
﹇
の
心
、
情
、
性
、
思
想
﹈
に
徹
底
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
〈
私
〉
を
解
き
放
つ
、
そ
の
よ
う
な
「
無
措
顕
情
」
の
理

を
も
っ
て
す
る
〈
公
〉
の
可
能
態
と
し
て
立
つ
と
こ
ろ
に
自
己
を
位

置
づ
け
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
に
ま
さ
に
嵆
康
の

「
論
」
に
お
け
る
表
現
の
営
み
自
体
を
象
徴
す
る
論
な
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
を
「
中
人
の
在
用
（
志
）」
で
示
し
た
作
品
で
あ
っ
た
。
た
え

ず
「
中
人
」
た
る
存
在
の
向
上
の
根
拠
と
そ
の
精
神
の
可
能
性
を
示

す
〈
志
〉
が
、
こ
こ
で
も
次
々
と
う
ね
り
と
な
っ
て
貫
か
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
は
「
釈
私
論
」
の
次
の
よ
う
な
構
成
と
表

現
の
側
か
ら
、
つ
ま
り
文
学
の
側
か
ら
確
認
で
き
る
。

　

は
じ
め
に
計
六
段
落
の
構
成
展
開
と
大
要
を
見
て
お
こ
う
。

①
君
子
は
是
非
に
無
措
で
あ
っ
て
、
行
い
は
道
に
違
わ
な
い
の
は
、

大
道
に
通
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
至
人
」の
「
用

心
」
は
常
に
「
無
措
顕
情
」
に
あ
っ
て
、「
有
措
匿
情
」
に
は
な
く
、

「
私
」
に
繋
が
れ
（
6
）

な
い
。

②
「
私
」
に
常
に
繋
が
れ
な
い
至
人
と
ち
が
っ
て
、
往
々
に
し
て

「
私
」
に
繋
が
れ
が
ち
な
存
在
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
「
私
」
に
繋

が
れ
な
い
よ
う
に
志
す
の
が
「
中
人
」。
問
題
は
「
私
」
を
表
に
顕

す
か
、
隠
す
か
で
あ
る
。
公

－

善
・
是
、
私

－

不
善
・
非
と
い
う
単

純
な
関
係
性
か
ら
解
き
放
ち
、
公
私
論
を
善
悪
の
観
点
か
ら
で
な
く
、

「
無
措
顕
情
」
の
観
点
か
ら
論
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
内
に
善
悪
は
い

ず
れ
で
あ
ろ
う
と
、
外
に
出
す
の
が
「
公
」、
内
に
隠
す
の
が
「
私
」

と
す
る
の
で
あ
る
。「
無
措
顕
情
」
で
あ
れ
ば
、
必
ず
是
非
が
表
に

現
れ
る
か
ら
、「
中
人
」
に
あ
っ
て
は
、「
無
措
顕
情
」
こ
そ
が
よ
り

よ
い
人
間
と
な
る
契
機
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
が
人
生
の
成
敗
・
吉

凶
と
な
る
の
で
あ
る
。

③
現
実
は
「
通
変
の
機
」
で
あ
る
か
ら
、
実
是
、
実
非
の
見
分
け
は

即
断
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
ず
れ
も
結
果
的
に
は
は
っ
き

り
と
そ
の
実
態
を
現
す
こ
と
に
な
る
の
だ
か
ら
、「
中
人
」
は
「
顕

情
」
で
あ
る
が
ま
ま
に
行
動
す
れ
ば
い
い
の
だ
。
そ
う
な
れ
ば
人
は

自
然
と
よ
い
方
向
に
向
か
う
の
で
あ
る
。

④
そ
れ
に
対
し
て
「
匿
情
含
私
」
の
者
は
、
な
ぜ
「
無
措
顕
情
」
が

大
切
な
の
か
の
理
を
考
え
ず
、
世
間
の
評
価
を
得
て
生
き
て
ゆ
く
に

は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
の
手
が
か
り
ば
か
り
を
考
え
た
後
に
、
功
利

性
を
求
め
て
行
動
す
る
の
で
、
内
面
は
い
つ
も
周
り
を
気
に
か
け
て

極
度
に
不
安
で
、
そ
の
た
め
に
逆
に
志
あ
る
者
を
懼
れ
た
り
威
圧
し

た
り
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
よ
う
な
人
た
ち
（
小
人
）
に
は
、

清
世
、
明
君
の
時
代
に
は
悲
劇
の
末
路
が
待
っ
て
い
る
ば
か
り
で
あ

る
。
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⑤
「
顕
情
」
の
「
用
心
」
で
、
隠
匿
し
な
い
「
賢
人
」「
君
子
」
は

天
子
に
忠
、
万
民
に
誠
、
の
び
や
か
な
内
面
で
生
き
る
こ
と
が
で
き

る
。
な
お
、
⑤
は
散
文
で
は
あ
る
が
、
一
種
の
〈
賛
〉
の
役
割
を
は

た
し
て
い
る
。

⑥
以
上
の
「
釈
私
論
」
の
論
点
を
後
漢
の
第
五
倫
の
例
で
再
確
認
す

る
。
つ
ま
り
、
第
五
倫
の
場
合
は
、
行
動
と
し
て
は
間
違
っ
て
い
た

が
、「
私
」
な
る
内
面
を
告
白
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、「
非
」
に
し
て

「
非
私
」
だ
と
評
価
で
き
る
の
だ
と
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
①
で
君
子
（
イ
コ
ー
ル
至
人
）
を
提
示
し
た
後
、

②
③
で
「
無
措
顕
情
」
に
よ
る
中
人
の
志
の
可
能
性
を
考
究
し
、
④

で
は
「
有
措
匿
情
」
の
小
人
を
②
③
と
対
照
し
、
⑤
で
は
賢
人
と
君

子
（
こ
こ
で
は
、
至
人
〈
イ
コ
ー
ル
君
子
〉
と
、
君
子
の
可
能
態
と
を
も
さ
す
）

の
賛
が
述
べ
ら
れ
た
。
そ
う
し
て
最
後
に
⑥
で
中
人
の
「
無
措
顕

情
」
の
具
体
例
と
し
て
第
五
倫
が
語
ら
れ
、
②
③
を
強
調
す
る
構
成

に
な
っ
て
い
て
、「
釈
私
論
」
の
主
旨
は
②
③
に
あ
る
こ
と
が
明
確

に
見
て
取
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
⑥
の
挙
例
は
、『
後
漢
書
』
第
五
倫
伝
で
、
世
間
の
評

価
と
し
て
定
着
し
て
い
た
「
倫
奉
公
尽
節
、
其
無
私
若
此
」（
第
五
倫

は
私
情
を
挟
ま
な
い
で
、
公
を
徹
底
す
る
人
間
だ
）
に
関
し
て
、
あ
る
挿
話

を
め
ぐ
る
議
論
が
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
重
要
な
の
で
、
す
こ
し

叙
述
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
こ
れ
ま
で
論
を
進
め
て
き
た
論
者
（
嵆

康
）
に
対
し
て
、「
或
」
ひ
と
が
問
う
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
る
。

或
問
曰
、「
第
五
倫
有
私
乎
哉
。﹇
第
五
倫
﹈
曰
、『
昔
吾
兄
子
有
疾
、

吾
一
夕
十
往
省
、
而
反
寐
自
安
。
吾
子
有
疾
、
終
朝
不
往
視
、
而
通

夜
不
得
眠
。』
若
是
可
謂
私
乎
、
非
私
也
。」

或
る
人
が
﹇
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
﹈
わ
た
し
に
以
下
の
問
い
を
投
げ
か
け
た
。

「
第
五
倫
に
は
「
私
」
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。﹇
世
間
で
は
公
に
奉
ず
る
人

だ
と
評
判
の
﹈
第
五
倫
は
﹇『
後
漢
書
』
の
伝
で
﹈﹇
あ
な
た
に
は
私
と
い
う

も
の
が
あ
り
ま
す
か
、
と
尋
ね
ら
れ
た
と
き
﹈、
次
の
よ
う
に
告
白
し
て
い
る
。

『
昔
、
わ
た
し
の
兄
の
子
が
病
気
に
な
っ
た
と
き
の
こ
と
。
わ
た
し
は
一
晩
に

十
度
も
そ
ば
に
行
っ
て
様
子
を
見
た
が
、
し
か
し
戻
る
と
必
ず
眠
っ
た
。﹇
そ

れ
に
対
し
て
﹈
わ
た
し
の
子
が
病
気
に
な
っ
た
と
き
の
こ
と
。
朝
ま
で
ず
っ

と
一
度
も
子
供
の
そ
ば
に
行
っ
て
様
子
を
見
て
や
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
が
、

し
か
し
﹇
実
は
﹈
一
晩
中
ず
っ
と
眠
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。﹇
だ
か
ら
わ

た
し
は
「
無
私
」
の
人
間
と
は
言
え
な
い
の
だ
〈
※
『
後
漢
書
』：「
豈
可
謂

無
私
乎
。」〉）
と
。
こ
の
よ
う
な
第
五
倫
の
例
は
﹇
彼
自
身
も
言
っ
て
い
る
よ

う
に
﹈「
私
」
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
「
非
私
」（
私
で
は
な
い
）

と
い
う
べ
き
な
の
だ
ろ
（
7
）

う
か
。」

　

そ
れ
に
対
す
る
論
者
（
嵆
康
）
の
答
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

答
曰
、「
是
非
也
、
非
私
也
。
夫
私
以
不
言
爲
名
、
公
以
尽
言
爲
称
、

善
以
無
名
爲
體
、
非
以
有
措
爲
質
。
今
第
五
倫
顕
情
、
是
無
私
也
。
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矜
往
不
眠
、
是
有
非
也
。
無
私
而
有
私
者
、
無
措
之
志
也
（
※
筆
者

は
こ
の
一
文
を
「
今
第
五
倫
、
矜
往
不
眠
、
是
非
也
。
而
顕
情
、
無
私
也
。
雖

有
非
而
無
私
者
、
無
措
之
志
也
。」
と
解
す
る
）。、、、、
今
第
五
倫
有
非
而

能
顯
、
不
可
謂
不
公
也
。
所
顯
是
非
、
不
可
謂
有
措
也
。
有
非
而
謂

私
、
不
可
謂
不
惑
公
私
之
理
也
。

次
の
よ
う
に
答
え
た
。「
こ
れ
は
「
非
」
で
あ
る
が
、「
非
私
」（
私
で
は
な
い
）

で
あ
る
。
い
っ
た
い
に
、「
私
」と
は
口
に
言
わ
な
い
か
ら
「
私
」な
の
で
あ
る
。

﹇
そ
の
反
対
に
﹈「
公
」
と
は
す
べ
て
口
に
言
う
か
ら
「
公
」
と
言
え
る
の
で

あ
る
。「
善
」
は
﹇
情
を
﹈
出
し
惜
し
ま
な
い
と
い
う
こ
と
（「
無
措
」）
を
そ

の
体
（
本
体
）
と
し
て
い
る
。﹇
そ
れ
に
対
し
て
﹈「
非
」
は
「
有
措
」（
あ
ら

か
じ
め
周
り
を
気
に
す
る
こ
と
）
を
そ
の
質
（
本
質
）
と
し
て
い
る
。﹇
だ
か

ら
﹈
今
、
第
五
倫
の
場
合
は
、「
顕
情
」（
内
部
の
情
を
自
分
の
外
に
明
ら
か

に
出
し
て
告
白
し
て
い
る
）点
で
は
、
私
が
な
い
（「
無
私
」）の
で
あ
る
。﹇
し

か
し
一
方
で
は
﹈
朝
ま
で
一
度
も
自
分
の
子
供
の
所
へ
行
く
の
を
﹇
あ
い
つ

は
や
は
り
自
分
の
子
を
兄
の
子
以
上
に
心
配
し
て
い
る
の
だ
と
他
人
か
ら
言

わ
れ
は
し
な
い
か
と
懼
れ
﹈
気
兼
ね
し
て
行
か
ず
、﹇
そ
れ
で
い
な
が
ら
﹈
夜

通
し
眠
れ
な
か
っ
た
こ
と
（
事
実
・
行
為
）
に
は
「
非
」
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

﹇
こ
の
よ
う
に
﹈第
五
倫
に
は
「
無
私
」（
私
が
な
い
）で
あ
り
、
同
時
に
「
非
」

が
あ
っ
た
、
と
判
断
で
き
る
の
は
（
行
為
の
表
れ
は
非
で
あ
っ
て
も
、
し
か

し
同
時
に
私
が
な
い
と
評
価
で
き
る
の
は
）、
本
心
（「
志
」）
に
措
定
す
る
と

こ
ろ
が
な
い
か
ら
、
な
の
で
あ
る
。﹇
そ
れ
が
「
無
措
顕
情
」
か
否
か
か
ら
下

し
た
、「
非
」
で
は
あ
る
が
、「
無
私
」
だ
と
す
る
結
論
で
あ
る
。﹈、、、
今
、

こ
の
第
五
倫
は
た
し
か
に
「
非
」
が
あ
っ
た
が
、
内
面
を
外
に
顕
わ
す
こ
と

が
で
き
た
の
だ
か
ら
、「
不
公
」
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。﹇
た
し
か
に
﹈

外
に
顕
わ
れ
た
行
動
（
傍
に
行
っ
て
や
ら
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
）
に
は

「
非
」
が
あ
っ
た
が
、
し
か
し
﹇
非
あ
る
行
動
の
内
面
を
告
白
し
た
、
そ
の
内

容
が
聞
く
者
に
ど
う
思
わ
れ
る
か
に
つ
い
て
﹈
措
定
し
た
と
い
う
こ
と
で
は

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。﹇
こ
の
よ
う
に
議
論
し
て
く
る
と
、
単
純
に
﹈「
非
」

が
あ
る
か
ら
﹇
即
﹈「
私
」
だ
と
い
う
の
は
、﹇
世
間
に
通
行
し
て
い
る
﹈
公

私
の
道
理
に
﹇
と
り
こ
ま
れ
﹈
惑
わ
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の

で
あ
る
。」
と
。

結
び
で
も
言
う
よ
う
に
、
世
間
で
通
用
し
て
い
る
公
私
論
で
な
い
、

「
無
措
顕
情
」
を
心
情
倫
理
と
す
る
公
私
論
を
展
開
し
た
と
言
う
の

だ
か
ら
、
②
③
の
議
論
と
、
そ
の
具
体
例
⑥
と
の
展
開
の
な
か
に
、

こ
の
作
品
の
主
題
が
あ
る
の
が
分
か
る
。
つ
ま
り
、「
中
人
」は
「
無

措
顕
情
」
に
よ
っ
て
隠
匿
す
る
私
を
解
消
し
て
、
そ
の
結
果
、
よ
り

よ
い
自
己
に
向
か
う
（
本
来
的
な
自
己
に
向
か
う
）
可
能
性
を
有
す
る

と
す
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
の
志
向
性
で
あ
り
、「
中
人
」
の
自
立

の
可
能
性
・
志
向
性
を
「
無
措
顕
情
」
に
求
め
る
「
用
心
」
を
論
じ

て
い
る
の
で
あ
る
。
善
・
是
で
至
公
、
そ
れ
が
最
高
の
君
子
（
至

人
）
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
と
正
反
対
に
不
善
・
非
で
私
・
不
至
、
そ

れ
が
小
人
で
あ
る
。
問
題
は
、
そ
の
中
間
の
、
中
人
の
場
合
で
あ
る
。
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善
で
あ
る
が
私
の
場
合
、「
無
措
顕
情
」
に
よ
る
展
開
に
よ
っ
て

私
か
ら
公
へ
と
向
か
う
効
力
が
あ
り
、
元
々
の
善
が
深
め
ら
れ
、

「
尽
善
」
の
可
能
性
が
あ
る
。
一
方
、
不
善
で
あ
る
が
公
の
場
合
、

「
無
措
顕
情
」
に
よ
る
展
開
に
よ
っ
て
大
非
を
免
れ
る
効
力
が
あ
り
、

「
救
非
」
の
可
能
性
が
あ
る
。
そ
れ
が
共
に
中
人
の
「
在
用
」
だ
と

い
う
の
で
（
8
）

あ
る
。

五　
「
中
人
」
の
志
の
可
能
性
、
志
の
不
可
能
性

　
　
　
　
　
　

│
表
現
（
文
学
）
の
可
能
性
、
不
可
能
性

　

以
上
、「
釈
私
論
」
で
中
人
の
志
の
可
能
性
を
、「
家
誡
」
で
中
人

の
志
の
危
機
を
の
り
こ
え
る
守
志
を
展
開
し
た
こ
と
を
見
て
き
た
が
、

「
か
く
あ
り
た
い
志
を
手
放
す
こ
と
な
く
、
自
分
は
自
分
と
し
て
主

体
的
に
生
き
る
」、
そ
れ
が
嵆
康
の
自
我
で
あ
っ
た
。
そ
の
文
学
は
、

そ
の
よ
う
に
は
生
き
ら
れ
な
い
時
代
情
況
を
生
き
さ
せ
ら
れ
る
悲
哀

と
苦
悩
を
即
自
的
に
語
る
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。「
擾
さ
れ
ざ
れ
逼

ら
れ
ざ
れ
」（「
難
自
然
好
学
論
」）
を
目
指
し
な
が
ら
、
常
に
乱
さ
れ

迫
ら
れ
る
の
は
な
ぜ
か
を
問
い
、
そ
れ
を
士
人
の
理
と
し
て
現
実
の

構
図
の
中
で
と
ら
え
、
ど
の
よ
う
に
も
貫
き
通
す
志
の
あ
り
よ
う
を

行
論
す
る
の
が
、
嵆
康
の
「
論
」
に
お
け
る
表
現
の
営
み
で
あ
っ
た

と
言
え
る
。
そ
こ
に
は
「
に
せ
世
間
」（
西
順
蔵
）
を
丸
ご
と
ひ
っ
く

り
返
す
、
阮
籍
の
天
地
顛
倒
に
も
通
じ
る
心
情
が
色
濃
い
が
、
た
だ

し
阮
籍
の
よ
う
に
反
礼
行
為
の
カ
タ
ル
シ
ス
を
得
る
矯
激
の
言
動
や
、

「
大
人
先
生
伝
」
の
仮
構
に
よ
る
観
念
の
超
克
と
は
異
な
る
も
の
で

あ
っ
た
。
と
く
に
九
篇
の
論
に
お
け
る
多
様
な
論
議
と
方
法
意
識
の

中
に
志
の
可
能
性
を
徹
底
し
て
探
り
続
け
る
こ
と
を
、
自
己
存
在
の

核
に
あ
る
も
の
と
し
て
嵆
康
は
提
示
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
し
て
も
そ
れ
は
本
当
に
可
能
か
。
可
能
で
は
あ
り
得
な
い

情
況
を
生
き
る
わ
け
だ
か
ら
、
絶
対
的
に
そ
の
不
可
能
性
に
全
面
的

に
さ
ら
さ
れ
て
あ
る
。
そ
こ
に
は
生
の
悲
劇
だ
け
で
な
く
、
嵆
康
の

表
現
の
営
み
の
悲
劇
が
あ
っ
た
が
、
し
か
し
そ
れ
は
同
時
に
、
表
現

（
文
学
）
の
も
つ
そ
も
そ
も
の
悲
劇
性
に
他
な
ら
な
か
っ
た
と
押
さ
え

て
お
く
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
逆
に
、
そ
の
悲
劇
性

の
故
に
こ
そ
嵆
康
は
た
え
ず
さ
ま
ざ
ま
な
発
想
と
方
法
と
で
諸

「
論
」
を
必
然
と
し
た
。
そ
の
た
び
に
「
に
せ
世
間
」
と
向
き
合
い

衝
き
あ
た
り
、
志
の
実
現
は
ど
こ
ま
で
も
不
可
能
な
る
が
故
に
、
表

現
の
営
み
は
深
め
ら
れ
た
と
言
え
る
。
つ
ま
り
は
、
そ
こ
に
こ
そ
表

現
（
文
学
）な
る
も
の
の
、
哀
し
い
ま
で
に
悲
劇
の
存
在
理
由
に
し
て
、

同
時
に
価
値
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
る
。

　

言
わ
で
も
が
な
で
は
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
表
現
者
嵆
康

そ
の
人
は
意
識
的
で
な
い
と
い
う
か
、
す
く
な
く
と
も
突
き
詰
め
て

考
え
を
到
達
さ
せ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
志
と
文
学
の
不
可
能
性

の
前
で
ひ
と
り
立
ち
つ
く
す
ニ
ヒ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
視
点
に
終
始
す
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る
も
の
で
は
決
し
て
な
く
、
反
対
に
、
表
現
の
可
能
性
を
ど
こ
ま
で

も
信
じ
て
い
る
楽
天
的
な
と
こ
ろ
が
基
底
に
あ
り
、
そ
れ
が
時
と
し

て
理
と
し
て
提
出
す
る
な
か
に
も
露
呈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
あ
る
意
味
で
は
不
用
意
で
あ
る
し
、
も
し
か
し
た
ら
行
論
の
綻
び

で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
例
え
ば
「
釈
私
論
」
で
は
、
現
実
へ
の
効

力
に
つ
い
て
述
べ
る
箇
所
な
ど
で
あ
る
。

言
不
計
乎
得
失
而
遇
善
、
行
不
準
乎
是
非
而
遇
吉
、
豈
公
成
私
敗
之

數
乎
。

言
葉
は
得
失
を
計
算
し
な
い
で
発
せ
ら
れ
て
も
善
に
か
な
っ
て
お
り
、
行
為

は
是
非
を
推
し
は
か
ら
な
く
て
も
吉
に
な
る
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
こ
れ
こ

そ
が
、「
公
」
に
よ
っ
て
成
功
し
「
私
」
に
よ
っ
て
失
敗
す
る
と
い
う
こ
と
わ

り
で
は
な
い
か
。

と
、「
無
措
顕
情
」
が
結
局
は
吉
を
も
た
ら
す
と
い
う
信
頼
を
語
り
、

そ
う
し
て
上
記
の
引
用
文
以
下
に
吉
を
も
た
ら
す
場
合
の
み
を
列
挙

す
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
皆
無
に
近
い
少
数
派
で
し
か
な

く
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
吉
と
は
な
り
得
な
い
人
生
の
悲
劇
で
終
わ
る

の
が
政
治
的
・
処
世
的
現
実
の
歴
史
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
。
ま
た
、

由
是
言
之
、
未
有
抱
隱
顧
私
、
而
身
立
清
世
、
匿
非
藏
情
、
而
信
明

君
也
。

﹇
申
侯
伯
や
太
宰
伯
嚭
の
﹈
例
か
ら
言
え
ば
、
隠
し
ご
と
を
抱
い
た
り
「
私
」

を
考
え
て
い
る
者
は
、
よ
く
治
ま
っ
た
清
世
の
時
代
に
身
を
立
て
る
こ
と
は

で
き
ず
、「
非
」
を
隠
し
情
を
隠
し
て
い
る
者
は
、
聡
明
な
君
主
の
信
用
を
う

る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

と
、
常
に
そ
し
て
現
に
清
世
・
明
君
の
時
代
で
は
あ
り
得
な
い
現
実

の
情
況
に
目
を
瞑
っ
て
、
顕
情
の
有
効
性
を
楽
観
的
に
語
る
よ
う
な

件
に
は
、
無
理
矢
理
帰
結
を
求
め
て
い
る
焦
り
が
出
て
い
る
と
言
う

し
か
な
い
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
は
「
家
誡
」
に
も
漏
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
例
を
挙
げ

れ
ば
、「
竊
語
私
議
」（
密
談
）
の
場
に
で
く
わ
し
、
そ
の
場
を
ど
う

し
て
も
逃
れ
ら
れ
な
い
と
き
に
は
、
き
っ
ぱ
り
と
自
己
の
思
い
を
述

べ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
れ
が
結
果
と
し
て
謀
議
が
明
る

み
に
出
た
時
の
自
己
の
証
に
な
る
の
だ
と
す
る
、
前
述
し
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。

或
時
逼
迫
、
強
与
我
共
説
、
若
其
言
邪
険
、
則
当
正
色
以
道
義
正
之
。

何
者
、
君
子
不
容
偽
薄
之
言
故
也
。
一
旦
事
敗
、
便
言
某
甲
昔
知
吾

事
。
是
以
宜
備
之
深
也
。

意
見
を
言
う
よ
う
に
迫
ら
れ
る
時
も
あ
ろ
う
、
そ
の
話
題
が
間
違
っ
た
も
の

で
あ
れ
ば
、
き
っ
ぱ
り
と
道
義
を
も
っ
て
諫
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ

な
ら
君
子
た
る
者
は
偽
り
て
迫
る
言
葉
を
受
け
い
れ
な
い
か
ら
だ
。
後
に
そ

こ
で
の
謀
議
が
失
敗
に
終
わ
っ
た
と
き
、（
か
れ
ら
は
）
自
分
た
ち
の
謀
議
を

以
前
に
知
っ
て
い
た
と
言
う
だ
ろ
う
が
、
だ
か
ら
そ
う
い
う
事
態
に
な
ら
ぬ
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よ
う
に
し
っ
か
り
備
え
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
。

し
か
し
そ
う
い
う
場
合
も
あ
っ
た
と
し
て
も
た
ま
た
ま
な
の
で
あ
り
、

幸
運
に
し
て
あ
る
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
。
謀
議
を
う
ち
明
け
ら
れ
る

こ
と
に
な
っ
て
も
、
道
義
を
も
っ
て
諫
め
の
言
葉
を
述
べ
て
お
け
ば

後
に
究
極
の
事
態
の
際
の
備
え
に
な
る
、
と
い
う
よ
う
な
情
況
を
嵆

康
は
生
き
て
は
い
な
か
っ
た
。
呂
安
事
件
と
そ
の
弁
護
が
鍾
会
に
よ

っ
て
し
か
け
ら
れ
公
開
処
刑
に
一
直
線
に
な
だ
れ
こ
む
、
嵆
康
そ
の

人
の
最
後
に
破
滅
的
に
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
。

　

だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
点
を
も
っ
て
、
筆
者
は
表
現
（
文
学
）
の

無
効
性
を
皮
肉
に
提
示
し
た
り
問
い
つ
め
た
り
し
て
い
る
わ
け
で
は

勿
論
な
く
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
も
の
で
し
か
な
い
の
が
表
現
（
文
学
）

か
と
絶
句
し
て
嘆
い
て
い
る
の
と
も
少
し
違
う
。
も
う
少
し
表
現

（
文
学
）
の
力
と
し
て
肯
定
的
に
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
も
し
れ

な
い
。
最
後
に
そ
の
こ
と
に
ふ
れ
て
お
こ
う
と
思
う
。

　

筆
者
は
、
確
信
的
に
信
仰
の
よ
う
に
し
て
漏
ら
さ
れ
た
楽
天
的
な

発
想
は
、
し
か
し
嵆
康
の
表
現
の
営
み
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
自
身
に
呼

び
込
む
も
の
、
支
え
る
〈
明
〉
の
部
分
で
も
あ
っ
た
と
考
え
る
か
ら

で
あ
る
。
自
己
の
立
て
た
理
は
ど
こ
ま
で
も
と
り
ま
く
現
実
に
あ
っ

て
は
暗
（
闇
）
で
し
か
な
い
、
と
す
る
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は
、
や
は
り
近

代
的
な
裁
断
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
や
、
現
代
を
生
き
な
が

ら
嵆
康
を
考
え
る
の
ん
き
な
危
機
意
識
か
ら
、
悲
劇
的
に
裁
断
し
て

み
せ
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。
た
と
い
表
現
な
る
も
の
が
絶
望
的
に

悲
劇
性
を
抱
え
込
む
必
然
の
構
図
を
免
れ
な
い
と
し
て
も
、
に
も
か

か
わ
ら
ず
自
己
を
表
現
へ
と
駆
り
立
て
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
発
憤
（
怒

り
）
で
あ
り
、
そ
の
根
幹
に
は
言
葉
へ
の
信
頼
か
ら
わ
き
起
こ
る
も

の
が
あ
っ
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
嵆
康
は
生
の

可
能
性
が
絶
望
的
に
な
っ
た
獄
中
で
「
幽
憤
詩
」
を
書
い
た
が
、
そ

の
結
び
で
神
仙
を
ひ
た
す
ら
目
指
す
生
の
可
能
性
を
う
た
い
あ
げ
る

か
の
よ
う
に
し
て
、
そ
の
思
い
を
昂
揚
さ
せ
て
詩
を
結
ん
で
い
る
。

そ
こ
に
読
み
手
は
、
切
な
い
ま
で
も
生
の
延
長
を
希
求
す
る
嵆
康
の

姿
を
頭
で
は
理
解
し
て
も
ど
う
も
言
葉
の
上
で
の
辻
褄
合
わ
せ
の
よ

う
な
感
を
免
れ
な
い
の
は
事
実
で
あ
る
。
か
と
言
っ
て
そ
れ
を
現
代

の
わ
れ
わ
れ
が
研
究
と
い
う
高
み
か
ら
、
つ
ま
り
は
生
の
危
機
に
ぶ

つ
か
ら
な
い
立
場
か
ら
、
ど
こ
ま
で
嵆
康
は
本
気
で
神
仙
を
念
願
し

た
か
疑
わ
し
い
、
な
ど
と
冷
や
や
か
に
眺
め
る
こ
と
の
愚
か
し
さ
を

捨
て
る
こ
と
に
も
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。
嵆
康
は
「
家
誡
」
の
中
で
、

『
易
経
』
の
「
言
行
は
君
子
の
枢
機
」（
繋
辞
伝
上
）
を
踏
ま
え
つ
つ
、

「
夫
れ
言
語
は
、
君
子
の
機
、
機
動
か
ば
物
応
ず
、
則
ち
是
非
の
形

著
は
る
」
な
る
発
言
を
し
て
い
る
が
、
こ
の
言
語
へ
の
信
頼
は
、
伝

統
的
な
信
念
か
ら
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
や
は
り
表
現

（
文
学
）
を
必
然
と
す
る
力
の
嵆
康
的
現
れ
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
、
と
捉

え
る
の
が
（
9
）

よ
い
。
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と
も
か
く
文
学
の
不
可
能
性
、
自
己
の
理
の
営
み
の
不
可
能
性
に

絶
望
的
に
嵆
康
が
行
き
着
い
た
の
な
ら
、
も
は
や
言
葉
は
必
要
で
な

い
完
黙
・
失
語
の
淵
に
突
き
落
と
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は

公
開
処
刑
時
の
完
黙
・
失
語
（
そ
れ
は
嵆
康
刑
死
の
八
年
前
の
夏
侯
玄
の

獄
中
で
の
完
黙
・
失
語
と
同
じ
）
が
人
生
の
悲
劇
性
で
あ
る
こ
と
を
裏
返

し
に
お
い
て
考
え
れ
ば
、
む
し
ろ
表
現
（
文
学
）
の
価
値
は
、
か
ろ

う
じ
て
理
や
志
の
可
能
性
に
全
存
在
を
賭
け
た
（
全
存
在
的
に
コ
ミ
ッ

ト
す
る
）
表
現
者
の
言
葉
に
よ
っ
て
逆
説
的
に
明
ら
か
に
な
る
の
で

あ
る
か
ら
。

　

注
（
1
）
侯
外
廬
ら
の
『
中
国
思
想
史
』
第
２
巻
下
冊
（
生
活
読
書
新
知
三
聯

書
店
、
一
九
五
〇
年
六
月
）〈
嵆
康
著
述
考
弁
〉
に
は
じ
ま
る
多
数
の
見

解
で
あ
る
。

（
2
）
西
順
蔵
「
嵆
康
の
「
釈
私
論
」
の
一
つ
の
解
釈
」（『
福
井
博
士
頌
寿

記
念
東
洋
思
想
論
集
』 

刊
行
会
出
版
、
一
九
六
〇
年
一
一
月
）。

（
3
）「「
明
胆
論
」
に
見
る
嵆
康
の
思
惟
の
原
型
」（『
青
山
語
文
』
46
号
、

二
〇
一
六
年
三
月
）。
そ
こ
で
は
、（
１
）
大
本
を
踏
ま
え
た
議
論
、

（
２
）
具
体
例
に
則
し
た
議
論
で
、
先
入
主
を
疑
っ
た
主
体
的
な
検
証
、

（
３
）
中
人
か
ら
の
発
想
、（
４
）
同
じ
よ
う
な
結
論
に
帰
着
し
て
い
く

か
に
見
え
て
も
、
相
手
の
議
論
の
破
綻
を
衝
く
行
論
自
体
に
意
味
が
あ

る
、（
５
）
現
実
と
の
ヒ
リ
ヒ
リ
し
た
関
係
を
踏
ま
え
つ
つ
、
一
見
迂
遠

な
議
論
内
容
に
徹
す
る
、
そ
の
数
点
を
指
摘
し
た
。
な
お
全
文
の
和
訳

と
し
て
、「
明
（
明
知
）
と
胆
（
胆
力
）
の
関
係
を
め
ぐ
る
論　

嵆
康

「
明
胆
論
」
和
訳
│
」（『
季
刊
創
文
』
二
〇
一
三
夏 

№
10
創
文
社
、
二

〇
一
三
年
七
月
）
を
参
照
。

（
4
）
西
順
蔵
の
訳
（「
嵆
康
「
釈
私
論
」「
太
師
箴
」「
家
誡
」
の
日
語
訳
並

び
に
註
」　
『
大
倉
山
学
院
紀
要
』
二　

一
九
六
〇
年
七
月
）。

（
5
）
伊
藤
正
文
の
訳
（『
漢
魏
六
朝
唐
宋
散
文
選
』
中
国
古
典
文
学
大
系
№

23
平
凡
社
、
一
七
九
〇
年
一
〇
月
）。

（
6
）「
釈
私
論
」
で
い
う
、
大
道
に
通
じ
た
「
君
子
」
の
語
彙
は
、
至
人
と

イ
コ
ー
ル
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
お
り
、「
家
誡
」
に
見
た
至
人
と
君
子
と

は
か
な
ら
ず
し
も
重
な
ら
な
い
と
す
る
理
解
と
は
、
差
異
が
あ
る
点
に

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
7
）
全
文
の
和
訳
と
し
て
「
嵆
康
「
釈
私
論
」
試
訳
稿
」（『
林
田
愼
之
助

博
士
傘
寿
記
念 

三
国
志
論
集
』
三
国
志
学
会
編　

汲
古
書
院
、
二
〇
一

二
年
九
月
）
を
参
照
。

（
8
）「
無
措
顕
情
」
に
よ
る
理
の
必
然
と
し
て
の
志
に
つ
い
て
は
、「
嵆
康

「
釈
私
論
」
に
お
け
る
「
理
」
と
「
志
」」（『
狩
野
直
禎
先
生
米
寿
記
念

三
国
志
論
集
』
三
国
志
学
会
編
汲
古
書
院
、
二
〇
一
六
年
九
月
刊
行
予

定
）
で
詳
し
く
論
じ
た
。

（
9
）
現
代
か
ら
見
て
、
伝
統
的
な
構
図
の
中
の
嵆
康
の
歴
史
的
・
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
的
な
限
界
で
も
あ
っ
た
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い
が
、
し
か
し

そ
れ
を
も
っ
て
西
論
文
（
前
出
注
２
）
の
よ
う
に
「
言
行
」
を
言
と
行

と
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
に
は
、
筆
者
は
同
意
し
な
い
。
示
唆
の
多
い
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論
文
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
筆
者
は
作
品
行
為

論
的
立
場
を
と
る
と
言
っ
て
お
こ
う
と
思
う
。
こ
れ
は
西
順
蔵
が
数
年

間
の
集
中
的
な
嵆
康
論
か
ら
離
れ
、
思
想
の
現
実
的
有
効
性
を
模
索
す

る
視
点
へ
と
関
心
が
向
く
こ
と
に
対
し
て
の
、
筆
者
の
文
学
的
研
究
と

し
て
の
立
ち
止
ま
り
を
意
味
す
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
別
に
「
西

順
蔵
の
「
嵆
康
論
」
か
ら
文
学
研
究
へ
」
続
稿
で
述
べ
る
つ
も
り
で
あ
る
。

 

（
青
山
学
院
大
学
名
誉
教
授
）




