
論　　　文

上田秋成と『荘子』
―『諸道聴耳世間狙』の序文を中心に ―

Ueda Akinari and 『Souji』
― About the preface of ‘Shodo Kikimimi Sekenzaru’ ―

は
じ
め
に

　

上
田
秋
成
（
一
七
三
四
～
一
八
〇
九
）
は
名
高
い
『
雨う

げ
つ
も
の
が
た
り

月
物
語
』、『
春は

る
さ
め
も
の
が
た
り

雨
物
語
』
で
読
本
作
者

と
し
て
名
を
知
ら
れ
て
い
る
が
、
俳
人
・
歌
人
で
あ
り
、
国
学
者
で
も
あ
っ
た
。
彼
が
『
源
氏
物

語
』
に
つ
い
て
書
い
た
評
論
「
ぬ
ば
玉
の
巻
」
は
次
の
序
文
で
始
ま
る
。

昔
和
泉
の
国
堺
の
津
に
、
宗
椿
と
い
ふ
人
あ
り
け
り
。
光
源
氏
の
物
語
を
廿
四
部
ま
で
う
つ

し
、
朝
顔
の
巻
に
筆
を
と
ゞ
め
ら
れ
し
と
い
ふ
事
、
人
あ
ま
ね
く
語
り
伝
へ
て
、
世
の
め
ざ

ま
し
草
な
り
け
り＊

１

。

　

こ
の
序
文
に
よ
れ
ば
、
安
永
八
年
（
一
七
七
九
）
の
秋
、
秋
成
は
湯
治
の
た
め
に
但
馬
の
温
泉

に
出
か
け
た
。
そ
こ
に
滞
在
し
て
い
る
間
、
泊
ま
っ
て
い
る
宿
の
隣
人
が
「
む
か
し
の
人
の
夢
物

が
た
り
、
や
が
て
の
寝
ざ
め
に
か
い
し
る
し
た
る
筆
の
跡
」
を
持
っ
て
来
た
。
読
ん
で
み
た
ら
素

晴
ら
し
い
も
の
だ
っ
た
が
、
読
み
づ
ら
か
っ
た
た
め
、
書
き
改
め
た
の
が
『
ぬ
ば
玉
の
巻
』
で
あ

る
。

　

本
文
で
は
、
宗
椿
が
『
源
氏
物
語
』
の
「
朝
顔
」
の
巻
を
書
き
写
し
て
い
る
途
中
、
眠
り
に
落

ち
る
。
夢
の
中
で
、
宗
椿
は
明
石
の
浦
に
出
て
、
柿
本
人
麻
呂
に
出
会
う
。『
源
氏
物
語
』
の
有

り
難
さ
を
語
る
宗
椿
に
向
か
っ
て
、
人
麻
呂
は
そ
の
物
語
が
「
何
ば
か
り
の
益
な
き
い
た
づ
ら

言
」
で
、「
あ
だ
物
」
で
あ
る
と
根
底
か
ら
否
定
す
る
。
そ
れ
を
不
服
と
す
る
宗
椿
は
人
麻
呂
と

論
弁
を
展
開
す
る
が
、
最
後
に
人
麻
呂
が
「
夜
が
も
う
す
ぐ
明
け
る
」
と
云
っ
て
、
立
ち
上
が
っ

た
後
、
宗
椿
は
夢
か
ら
目
を
覚
ま
す
。

　

『
ぬ
ば
玉
の
巻
』
は
宗
椿
が
茫
然
自
失
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
終
わ
る
。
月
日
を
費
や
し
、
貴
く

思
っ
て
二
十
四
回
も
写
し
て
い
た
『
源
氏
物
語
』
が
「
う
た
て
」
く
な
る
ほ
ど
、
人
麻
呂
の
語
っ

た
『
源
氏
物
語
』「
い
た
づ
ら
言
」
論
は
宗
椿
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
。
し
か
し
、
こ
の
『
源

氏
物
語
』
論
は
人
麻
呂
だ
け
が
語
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
秋
成
が
湯
治
に
行
っ
た
時
の
紀
行

文
『
秋
山
記
』
で
は
、
秋
成
が
須
磨
で
出
会
っ
た
法
師
は
人
麻
呂
と
殆
ど
同
じ
物
語
論
を
語
っ
て

い
る
。
こ
の
一
致
か
ら
、
人
麻
呂
と
法
師
が
語
っ
た
『
源
氏
物
語
』
論
は
実
は
秋
成
の
『
源
氏
物

語
』
論
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る＊

２

。

　

秋
成
が
柿
本
人
麻
呂
や
法
師
に
託
し
て
語
っ
た
物
語
論
、
即
ち
「
寓
言
論
」
に
つ
い
て
は
、
早

い
時
期
に
中
村
博
保
氏
が
「
秋
成
の
物
語
論
」
で
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る＊

３

。
中
村
氏
は
こ
の
論

文
で
、「
寓
言
」
と
い
う
言
い
方
は
『
荘
子
』
の
「
寓
言
ハ
十
ガ
九
。
外
ヲ
藉カ

リ
テ
之
ヲ
論
ズ
」

に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
、
そ
の
意
味
は
、「
自
分
の
云
い
た
い
と
欲
す
る
こ
と
も
そ
の

主
観
性
の
た
め
に
相
手
に
信
じ
ら
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
そ
う
い
う
場
合
に
は
外
を
か
り
、
他
に

托
し
て
語
る
の
が
一
番
で
あ
る
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
中
村
氏
は
秋
成
が
『
ぬ
ば
玉
の

巻
』
で
使
っ
た
「
わ
た
く
し
心
」（
秋
成
は
こ
の
言
葉
に
「
即
女
ゴ
コ
ロ
也
」
と
注
し
て
い
る
）
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と
「
男
魂
」
に
注
目
し
て
、
秋
成
の
物
語
論
を
次
の
様
に
纏
め
ら
れ
て
い
る
。

自
分
一
個
に
か
か
わ
っ
て
モ
ラ
ル
を
忘
れ
た
心
が
「
わ
た
く
し
心
」
で
あ
り
、
天
下
を
憂
い

公
を
志
向
す
る
男
性
的
精
神
の
対
極
に
あ
る
も
の
と
し
て
そ
の
没
モ
ラ
ル
性
が
批
判
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
そ
れ
が
「
あ
だ
ご
と
」（
虚
）
を
「
ま
め
ご
と
」（
実
）
に

つ
く
り
な
す
と
い
う
基
本
的
な
誤
り
を
お
か
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。

（
中
略
）
秋
成
は
、
物
語
は
「
そ
ら
ご
と
」
で
あ
り
、
現
実
に
は
効
用
の
な
い
「
あ
だ
ご

と
」
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
に
内
在
化
さ
れ
た
テ
ー
マ
が
「
ま
め
ご
こ
ろ
」
に
よ
っ
て
裏
打
ち

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
存
在
の
理
由
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り

ま
す＊

４

。

そ
し
て
、
秋
成
の
こ
の
よ
う
な
寓
言
論
は
処
女
作
で
あ
る
浮
世
草
子
『
諸
道
聴
耳
世
間
狙
』
の
序

文
に
書
か
れ
た
戯
作
意
識
か
ら
発
展
し
た
も
の
で
あ
る
と
中
村
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

『
荘
子
』「
寓
言
第
二
十
七
」
か
ら
出
来
た
秋
成
の
「
寓
言
論
」
の
源
が
処
女
作
の
『
諸
道
聴

耳
世
間
狙
』
で
あ
る
な
ら
ば
、
若
い
時
期
の
秋
成
は
既
に
『
荘
子
』
と
接
点
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。

小
論
で
は
、
そ
の
処
女
作
『
諸
道
聴
耳
世
間
狙
』
の
序
文
か
ら
、
秋
成
に
お
け
る
『
荘
子
』
の
影

響
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

一

　

『
諸
道
聴
耳
世
間
狙
』（
以
下
『
世
間
狙
』
と
略
称
す
）
は
当
時
大
坂
文
壇
の
奇
人
・
粋
人
を

モ
デ
ル
に
し
て
書
か
れ
た
浮
世
草
子
で
あ
る
。
こ
の
作
品
が
上
梓
さ
れ
た
の
は
明
和
三
年
（
一
七

六
六
）
で
、
談
義
本
が
流
行
す
る
時
期
で
あ
る
。
談
義
本
の
流
行
は
当
時
の
思
想
界
に
老
荘
思
想

が
流
行
っ
て
い
る
こ
と
を
反
映
し
て
お
り
、
当
時
江
戸
中
期
に
お
け
る
老
荘
思
想
の
流
行
に
つ
い

て
は
既
に
先
行
研
究
が
あ
る＊

５

。
当
時
青
年
で
あ
る
秋
成
も
は
や
り
の
老
荘
、
特
に
荘
子
の
思
想
か

ら
影
響
を
受
け
て
い
る
。
そ
れ
は
次
の
『
世
間
狙
』
の
序
文
か
ら
窺
え
る
。

彼
賢
人
の
仲
間
法
度
に
、
偽
め
き
し
真
は
か
た
る
と
も
、
真
く
さ
き
虚
言
は
は
か
ぬ
も
の
と

や
、
釈
迦
の
蔵
経
、
荘
子
の
南
華
経
、
う
そ
の
ま
こ
と
の
真
の
う
そ
で
、
お
も
は
く
は
我
が

心
よ
り
出
で
、
人
の
口
に
か
は
り
ゆ
き
、
貂
と
な
り
、
鼬
と
な
る
。
其
尾
に
喰
つ
く
世
の
噂

を
。
天
に
口
な
し
。
婆
嬶
の
そ
し
り
は
し
り
に
も
。
い
は
猿
の
い
ま
し
め
を
ま
も
れ
ば
。
こ

け
狙
の
指
ざ
し
に
あ
ふ
。
さ
ら
ば
尻
わ
ら
ひ
の
戯
れ
草
を
朝
三
暮
四
の
筆
ま
で
に
書
聚
め
て
。

題
号
を
。
聴
耳
世
間
狙
と
よ
ぶ
事
は
。
見
猿
の
人
の
伽
と
も
な
ら
ん
か
し＊

６

。

字
面
か
ら
見
る
だ
け
で
、「
荘
子
の
南
華
経
」、「
朝
三
暮
四
」
の
表
現
が
『
荘
子
』
か
ら
取
っ
た

と
分
か
る
。
し
か
し
、
序
文
全
体
の
意
味
は
取
り
に
く
い
。
序
文
だ
け
で
は
な
く
、『
諸
道
聴
耳

世
間
狙
』
の
題
目
自
体
の
意
味
も
分
か
り
難
い
。
こ
の
題
目
及
び
こ
の
序
文
に
つ
い
て
、
幾
つ
か

の
解
釈
が
あ
る
が
、
以
下
主
な
も
の
を
挙
げ
る
。

　

ま
ず
早
い
時
期
に
、
中
村
博
保
氏
は
前
出
論
文
で
、

『
世
間
猿
』
の
序
文
「
釈
迦
の
蔵
経
、
荘
子
の
南
華
経
、
う
そ
の
ま
こ
と
の
真
の
う
そ
で
、

お
も
は
く
は
我
が
心
よ
り
出
で
、
人
の
口
に
か
は
り
ゆ
き
、
貂
と
な
り
、
鼬
と
な
る
」
と
い

う
こ
と
ば
を
、
表
現
が
作
者
の
意
図
を
は
な
れ
、
客
体
化
し
、
そ
ら
言
化
す
る
と
い
う
こ
と

を
の
べ
た＊

７

。

と
序
文
前
半
の
作
者
の
意
図
を
解
し
、
高
田
衛
氏
は
「
和
訳
太
郎
の
世
界＊

８

」
で
、

秋
成
は
、
反
語
的
に
「
真
く
さ
き
虚
言
」
を
、
常
識
的
・
倫
理
的
見
地
か
ら
み
れ
ば
「
吐
か

ぬ
も
の
」
と
し
て
の
そ
れ
を
、
あ
え
て
し
た
い
と
い
う
自
覚
を
も
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。「
偽
め
き
し
真
」
と
「
真
く
さ
き
虚
言
」
で
は
、
す
く
な
く
と
も
作
者
の
立
場
か

ら
い
え
ば
天
地
雲
泥
の
差
が
あ
り
、
対
立
す
る
。
秋
成
は
し
か
し
、
こ
こ
で
は
虚
の
中
に
実

を
よ
み
と
る
読
者
の
立
場
を
の
め
り
こ
ま
せ
て
、
冗
談
め
か
し
て
ま
ぜ
あ
わ
せ
て
し
ま
う
の

で
あ
る
。

と
論
じ
ら
れ
、
序
文
の
「
南
華
経
」
の
語
か
ら
、「
荘
子
の
寓
言
説
が
意
識
さ
れ
て
い
る
」
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
た
森
山
重
雄
氏
は
著
作
『
上
田
秋
成
初
期
浮
世
草
子
評
釈＊

９

』
で
、
序
文
全
体
に
つ
い
て
、
次

の
様
に
解
釈
し
て
お
ら
れ
る
。

秋
成
が
こ
の
草
子
を
書
い
た
時
、
世
間
に
対
す
る
あ
る
種
の
先
取
り
性
を
企
て
た
の
か
も
し

れ
な
い
。
ど
う
せ
「
婆
嬶
の
そ
し
り
は
し
り
」
と
な
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
み
ず
か
ら
そ
の

「
そ
し
り
は
し
り
」
を
演
じ
て
み
よ
う
。
釈
迦
の
大
蔵
経
、
荘
子
の
南
華
経
に
し
た
と
こ
ろ

で
、
い
っ
て
み
れ
ば
人
の
試
み
な
い
虚
構
の
思
想
を
大
胆
に
表
白
し
た
に
す
ぎ
な
い
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
経
典
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
真
と
言

え
ば
真
、
虚
言
と
言
え
ば
虚
言
で
、
要
す
る
に
信
じ
て
こ
れ
を
準
則
と
し
な
い
も
の
に
と
っ

て
は
、
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
い
っ
そ
、
経
典
な
ど
と
い
う
仰
々
し
い
形
を
と

ら
ず
、
当
世
の
浮
世
草
子
風
に
も
っ
と
く
だ
け
て
書
い
て
み
よ
う
。
そ
の
た
め
に
は
聴
耳
草

子
が
い
い
手
本
で
あ
る
。
た
だ
自
分
が
書
く
聴
耳
草
子
は
、
神
の
声
を
聞
く
の
で
は
な
く
、

世
間
の
評
判
に
耳
を
傾
け
て
、
こ
れ
と
交
わ
り
な
が
ら
、
世
間
咄
に
わ
り
こ
ん
で
い
っ
て
、

こ
れ
を
戯
作
の
方
法
で
増
幅
し
た
も
の
で
あ
る
。
時
に
よ
れ
ば
知
人
・
友
人
の
生
活
の
機
敏

を
暴
露
す
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
む
か
し
、
竹
林
の
七
賢
人
た
ち
は
、
仲
間
法
度

と
し
て
、「
偽
め
き
し
真
は
語
る
と
も
真
く
さ
き
虚
言
は
つ
か
ぬ
」
と
掲
げ
た
と
い
う
。
し

か
し
、
自
分
は
賢
人
で
は
な
い
か
ら
、
偽
め
き
し
真
を
語
ろ
う
と
し
て
、
或
い
は
真
く
さ
き

虚
言
を
吐
く
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
猿
の
尻
笑
に
類
す
る
戯
草
と
し
て
許
し
て

貰
い
た
い
。
も
し
、
こ
の
戯
草
が
三
猿
を
守
る
と
称
す
る
偽
善
的
人
達
の
お
笑
い
草
に
な
っ
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た
ら
、
自
分
と
し
て
は
本
望
で
あ
る
。

即
ち
、
竹
林
の
七
賢
人
が
老
荘
・
虚
無
を
尊
び
、
韜
晦
し
て
清
談
を
好
ん
だ
所
か
ら
、「
彼
賢

人
」
を
竹
林
の
七
賢
人
と
し
、「
う
そ
の
ま
こ
と
の
真
の
う
そ
」
の
表
現
は
、「「
う
そ
は
ま
こ
と

の
骨
」「
ま
こ
と
は
う
そ
の
皮
」
な
ど
の
た
と
え
に
類
す
る
虚
実
論
」
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い

る
。「
天
に
口
な
く
」
に
つ
い
て
は
、「
天
に
口
な
し
人
を
も
っ
て
言
わ
し
む
（
天
は
も
の
を
言
わ

な
い
け
れ
ど
、
人
の
口
を
通
し
て
天
意
を
い
わ
せ
る
）
を
略
し
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
、
天
に
口

あ
り
地
に
耳
あ
り
（
秘
密
や
悪
事
の
も
れ
や
す
い
た
と
え
）
を
逆
転
さ
せ
た
も
の
か
」
と
解
釈
さ

れ
、「
朝
三
暮
四
」
に
つ
い
て
は
、
出
典
を
挙
げ
た
上
、「
こ
こ
で
は
、
朝
晩
に
ぼ
つ
ぼ
つ
書
き
た

め
た
ほ
ど
の
意
で
あ
ろ
う
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　

小
椋
嶺
一
氏
は
論
文
「
初
期
創
作
意
識
の
構
造 

―
「
騙
り
」
か
ら
「
寓
言
」
へ 

―
」
で
、

釈
迦
の
教
え
も
荘
子
の
そ
れ
も
、
長
い
長
い
と
て
つ
も
な
い
人
間
の
歴
史
の
う
ね
り
の
中
で

個
々
の
人
間
の
「
我
が
お
も
は
く
」
に
よ
り
、
様
々
に
変
化
し
、
何
が
真
実
で
、
何
が
虚
で

あ
る
か
分
別
し
き
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る＊1

＊

。

と
全
体
の
意
味
を
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
長
島
弘
明
氏
は
『
諸
道
聴
耳
世
間
狙
』
の
解
題＊＊

＊

で
、『
世
間
狙
』
が
多
田
南
嶺
の
『
鎌

倉
諸
藝
袖
日
記
』
か
ら
著
し
い
影
響
を
受
け
た
こ
と
を
指
摘
し
、

本
書
の
題
名
「
諸
道
聴
耳
世
間
狙
」
も
、
南
嶺
の
『
袖
日
記
』
を
襲
い
つ
つ
（「
諸
藝
」
に

対
し
て
「
諸
道
」）、『
荘
子
』
の
寓
言
論
を
く
ず
し
て
（
序
中
に
「
荘
子
の
南
華
経
」
と
あ

り
、
ま
た
「
朝
三
暮
四
」
の
故
事
も
『
荘
子
』「
斉
物
論
篇
」
に
出
る
）、
そ
れ
ぞ
れ
の
道
の

著
名
人
（「
諸
道
」）
の
、
世
に
伝
わ
る
噂
話
を
悪
戯
気
た
っ
ぷ
り
に
誇
張
し
て
描
い
た

（「
聴
耳
世
間
狙
」）
と
い
う
、
本
書
の
方
法
を
明
示
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

と
書
名
の
意
味
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
た
。
ま
た
、
長
島
氏
の
論
文
「
和
訳
太
郎
論 
― 
ゴ
シ
ッ
プ

小
説
の
方
法 

―＊1
＊

」
で
は
、

こ
の
秋
成
の
処
女
作
の
題
名
「
諸
道
聴
耳
世
間
狙
」
は
、
い
か
に
も
浮
世
草
子
ら
し
い
ひ
ね

こ
び
た
序
文
の
大
意
を
読
み
取
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
道
で
の
著
名
人
（「
諸
道
」）
の
、
世
に

伝
わ
る
噂
話
を
耳
に
し
て
（「
聴
耳
世
間
」）、
そ
の
猿
ま
ね
よ
ろ
し
く
悪
戯
気
た
っ
ぷ
り
に

誇
張
し
て
描
い
た
（「
狙
」）
作
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
モ
デ
ル
使
用
を
揚
言
し
た
題
名
で

あ
る
。

と
、『
世
間
狙
』
の
解
題
に
類
似
し
た
説
明
が
見
ら
れ
る
。

　

秋
成
の
「
猿
」
は
序
文
の
「
朝
三
暮
四
」
と
関
係
が
あ
る
と
い
う
森
山
・
長
島
両
氏
の
考
え
に

対
し
て
、
山
本
秀
樹
氏
は
、「
猿
」
と
い
う
言
葉
は
、「
単
独
で
、『
荘
子
』
の
寓
言
論
の
代
表
と

な
れ
る
よ
う
な
言
葉
で
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
」
と
し
、「
猿
」
と
は
宝
暦
時
代
、「
下
目
付
を
通

じ
て
大
阪
城
代
に
情
報
を
提
供
す
る
役
目
を
帯
び
た
人
々
」
で
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
語
り
手
で
あ

る
と
し
た＊1

＊

。
ま
た
、「
彼
賢
人
」
の
部
分
に
つ
い
て
は
、「
真
ら
し
き
虚
は
つ
く
と
も
虚
ら
し
き
真

は
不
可
謂
」
と
い
う
日
本
の
諺
を
あ
げ
、『
荘
子
』
と
竹
林
七
賢
人
と
は
必
ず
し
も
関
連
し
な
い

と
指
摘
し
た
上
、

序
は
、
ま
ず
人
の
発
言
、
お
よ
び
そ
れ
を
う
け
て
伝
え
ら
れ
た
る
噂
が
、
い
か
に
あ
て
に
な

ら
な
い
も
の
で
あ
る
か
を
述
べ
る
。
し
か
し
、
噂
が
信
用
な
ら
な
い
か
ら
と
言
っ
て
、
そ
れ

に
う
ち
興
じ
な
い
の
も
莫
迦
々
々
し
い
。
だ
か
ら
、
噂
を
書
き
集
め
た
も
の
が
本
書
だ
、
と

言
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
文
飾
を
凝
ら
し
た
戯
文
で
綴
る
。
文
の
後
半
は
、
猿
（
の
縁
語
）

尽
く
し
で
記
さ
れ
て
い
る
。

と
ま
ず
題
目
の
「
猿
」
に
つ
い
て
定
義
し
て
か
ら
序
文
を
解
釈
し
て
お
ら
れ
る
。

　

最
近
で
は
、
篠
原
進
氏
は
「
ミ
ネ
ル
バ
の
梟
の
行
方 

―
『
世
間
狙
』
と
『
妾
気
質
』
の
あ
い

だ＊1
＊

」
で
、
秋
成
の
『
雨
月
物
語
』・『
諸
道
聴
耳
世
間
狙
』
両
作
と
享
保
十
七
年
〔
一
七
三
二
〕
出

版
さ
れ
た
信
更
生
の
『
都
荘
子
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
た
後
、

「
世
間
狙
」
と
い
う
奇
妙
な
書
名
は
、
こ
の
「
朝
三
暮
四
を
し
ら
ぬ
衆
狙
」
を
も
含
意
し
た

も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
な
れ
ば
、
始
発
か
ら
相
当
な
悪
意
が
込
め
ら
れ
て

い
た
こ
と
に
な
る
。
変
化
の
妙
を
寓
意
す
る
「
貂
と
な
り
、
鼬
と
な
る
」
を
含
め
、
序
文
全

体
を
覆
う
『
荘
子
』
の
影
。「
彼
賢
人
の
仲
間
法
度
」
と
は
『
荘
子
』
そ
の
も
の
を
指
し
、

そ
の
序
文
は
「
悪
意
」
を
オ
ブ
ラ
ー
ト
で
包
む
「
う
そ
の
ま
こ
と
」
と
い
う
寓
言
的
方
法
の

試
行
を
示
唆
し
た
記
述
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

と
、「
世
間
狙
」
の
序
文
と
『
荘
子
』
の
深
い
繋
が
り
に
つ
い
て
論
じ
て
お
ら
れ
る
。

　

以
上
の
先
行
研
究
を
総
合
的
に
見
る
と
、
山
本
氏
以
外
の
先
行
研
究
で
は
、
全
て
秋
成
の
序
文

の
『
荘
子
』
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
山
本
氏
は
「
猿
」
と
『
荘
子
』
の
関
連
性

に
は
必
然
性
を
持
た
な
い
と
し
て
い
る
が
、
現
に
序
文
に
「
荘
子
の
南
華
経
」、「
朝
三
暮
四
」
の

表
現
が
出
た
以
上
、
序
文
と
『
荘
子
』
の
関
係
は
否
定
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
中
村
博
保
氏
を
始
め
、
高
田
・
森
山
・
長
島
・
篠
原
四
氏
の
解
釈
か
ら
は
、『
荘

子
』
即
「
寓
言
論
」
と
の
考
え
が
窺
え
る
。
こ
の
「
寓
言
論
」
は
創
作
の
手
法
で
あ
り
、
創
作
に

対
す
る
態
度
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
確
か
に
当
時
で
は
、『
荘
子
』
の
「
寓
言
論
」
手
法
を

ふ
ん
だ
ん
に
使
っ
た
談
義
本
が
流
行
し
て
お
り
、
秋
成
は
そ
の
影
響
を
受
け
た
こ
と
は
否
め
な
い
。

し
か
し
、「
寓
言
論
」
だ
け
で
は
、「
世
間
狙
」
の
序
文
の
意
味
を
全
部
読
み
切
れ
な
い
と
思
わ
れ

る
。
そ
れ
に
、『
荘
子
』
三
十
三
章
の
趣
旨
は
「
万
物
斉
同
」、
則
ち
「
斉
物
」
論
で
あ
る
。
秋
成

が
『
荘
子
』
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
な
ら
ば
、「
寓
言
論
」
し
か
知
ら
な
い
は
ず
は
な
く
、「
斉
物

論
」
第
二
な
ど
も
知
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
証
拠
に
、
序
文
の
「
朝
三
暮
四
」
の
表
現

は
「
斉
物
論
」
篇
か
ら
出
て
い
る
ほ
か
、
巻
三
の
三
「
雀
は
百
ま
で
舞
子
の
年
寄
」
で
は
、
後
家

の
髪
の
毛
が
「
九
万
里
に
羽
を
の
す
大
鵬
ほ
ど
髩つ

と

出
し
て
」
と
、『
荘
子
』
の
「
逍
遥
遊
」
第
一
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を
使
っ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
小
論
で
は
、
既
に
指
摘
さ
れ
た
「
世
間
狙
」
の
序
文
と

『
荘
子
』
の
「
寓
言
論
」
と
関
連
性
を
踏
ま
え
な
が
ら
、『
荘
子
』
の
「
斉
物
論
」
等
他
の
部
分
と

の
関
連
を
探
り
、「
世
間
狙
」
の
序
文
の
意
味
を
解
き
明
か
し
た
い
。

二

　

ま
ず
最
初
に
、『
荘
子
』
の
「
寓
言
論
」
と
は
何
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　

「
寓
言
」
と
は
、『
荘
子
』
第
二
十
七
の
篇
名
で
、
雑
篇
の
第
五
に
あ
た
る
。「
寓
言
十
九
、
重

言
十
七
、
巵
言
日
出
、
和
以
天
倪＊1

＊

」
か
ら
始
ま
る
こ
の
一
篇
の
前
半
は
、『
荘
子
』
全
体
に
渉
る

文
章
表
現
の
特
徴
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
前
の
引
用
に
続
い
て
、

寓
言
ハ
十
ガ
九
。
藉カ
ツ
テ㆑
外
ヲ
論
㆑
之
。
親
父
ハ
不
㆓㆑
為
㆑
其
―ノ
子
ノ
媒
㆒ナ
ラ
。
親
父
誉
之
。
不
㆑
若
㆘
非
二

其
ノ
父
㆓ニ
者
㆖ニ
ハ
也
。
非
㆓
吾
ガ
罪
㆒ニ
ハ
也
。
人
ノ
之
罪
ナ
リ
也
。
與
㆑
己
同
ス
ル
ト
キ
ハ
則
応
ズ
。
不
㆓キ
ハ
與

レ
己
同
㆒セ
則
反
。
同
㆓ス
ル
ヲ
バ
於
己
㆒ニ
為
㆑
是
ト
之
。
異
㆓
於
己
㆒ニ
為
㆑
非
ト
之
。

（
寓
言
ハ
十
ガ
九
。
外
ヲ
藉
テ
之
ヲ
論
ズ
。
親
父
ハ
其
ノ
子
ノ
為
ニ
媒
ナ
ラ
ズ
。
親
父
之
ヲ

誉
ル
ハ
、
其
ノ
父
ニ
非
ザ
ル
者
ニ
ハ
若
カ
ズ
。
吾
ガ
罪
ニ
ハ
非
ザ
ル
ナ
リ
。
人
ノ
罪
ナ
リ
。

己
ト
與
ニ
同
ス
ル
ト
キ
ハ
則
チ
応
ズ
。
己
ト
與
ニ
同
セ
ザ
ル
ト
キ
ハ
則
チ
反
ス
。
己
ニ
同
ス

ル
ヲ
バ
之
ヲ
是
ト
為
シ
、
己
ニ
異
ス
ル
ヲ
バ
之
ヲ
非
ト
為
ス
。）

　

「
寓
言
」
と
は
、
自
分
の
論
を
立
て
る
時
に
外
を
借
り
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
父
親
が
自
分

の
息
子
の
仲
人
に
な
ら
な
い
の
と
同
じ
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
の
は
自
分
が
悪
い
の
で
は
な
く
、

他
の
人
が
悪
い
か
ら
で
あ
る
。
他
の
人
達
は
自
ら
の
考
え
方
と
同
じ
な
ら
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
て

是
と
す
る
が
、
自
分
の
持
論
と
異
な
れ
ば
、
そ
れ
を
非
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
則
ち
立
場
の
問
題

で
あ
る
。
対
立
す
る
立
場
か
ら
物
を
言
う
と
、
直
ぐ
に
相
手
の
反
発
を
受
け
る
が
、
第
三
者
の
立

場
を
借
り
れ
ば
、
そ
の
矛
先
を
逸
ら
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
是
非
の
判
断
も
そ
の
人
の
立
場

に
よ
る
。
荘
周
が
『
荘
子
』
を
著
し
た
の
は
、
中
国
の
戦
国
時
代
で
あ
り
、
諸
子
百
家
の
思
想
が

乱
立
し
た
時
代
で
あ
る
。
そ
の
時
代
背
景
に
よ
っ
て
荘
周
は
「
寓
言
」
を
使
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
で
は
、
秋
成
が
『
世
間
狙
』
で
「
寓
言
」
を
使
っ
た
の
も
、
そ
れ
を
使
わ
ざ
る
を

得
な
い
背
景
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

先
行
研
究
で
は
、
中
村
博
保
氏
を
始
め
、
秋
成
が
『
世
間
狙
』
で
「
寓
言
」
を
使
っ
た
の
は
、

自
己
韜
晦
の
た
め
と
い
う
意
見
が
大
部
分
で
あ
る
。
中
村
氏
は
前
出
論
文
で
「
そ
ら
ご
と
（
寓

言
）」
が
「
作
者
と
体
制
側
の
摩
擦
を
緩
和
す
る
防
御
装
置
に
な
っ
て
い
る
」
と
し
て
、『
ぬ
ば
玉

の
巻
』
の
「
そ
ら
ご
と
」
の
機
能
に
つ
い
て
解
釈
し
た
上
、「『
ぬ
ば
玉
の
巻
』
に
示
さ
れ
た
自
己

韜
晦
の
意
識
は
、『
世
間
猿
』
の
頃
か
ら
す
で
に
胚
胎
し
て
い
た
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る＊1

＊

。
高
田

氏
は
、
序
文
の
難
解
の
理
由
を
「
筆
者
の
極
度
の
自
己
韜
晦
性
に
あ
ろ
う
」
と
さ
れ
る＊1

＊

。
ま
た
、

長
島
弘
明
氏
は
前
掲
論
文
で
、『
世
間
狙
』
は
秋
成
と
同
じ
く
大
坂
文
壇
に
い
る
人
物
を
モ
デ
ル

に
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
読
解
す
る
に
は
「
作
者
も
作
中
人
物
も
読
者
も
、
恐
ら
く
同
一
圏
内
に

属
す
る＊1
＊

」
巷
説
集
の
情
報
が
役
立
つ
と
述
べ
ら
れ
た
後
、
気
質
物
の
虚
構
性
に
視
点
を
置
き
、

「
虚
構
の
枠
組
は
書
き
手
に
と
っ
て
免
罪
符
で
あ
り
、
書
か
れ
た
側
か
ら
す
れ
ば
、
抗
議
の
道
は

初
め
か
ら
閉
ざ
さ
れ
て
い
る＊1
＊

」
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

確
か
に
、
両
氏
の
指
摘
の
通
り
、「
こ
こ
で
言
っ
て
い
る
の
は
虚
言
だ
」
と
宣
言
す
れ
ば
、
社

会
体
制
や
自
分
の
生
活
範
囲
か
ら
の
非
難
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
前
に
も
述
べ
た

よ
う
に
、『
荘
子
』
の
核
心
的
思
想
は
「
斉
物
論
」
で
あ
り
、「
寓
言
」
は
単
に
そ
の
思
想
を
述
べ

る
た
め
の
手
段
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
秋
成
は
「
寓
言
」
を
た
だ
の
表
現
手
段
か
ら
、

物
語
の
本
質
に
対
す
る
認
識
に
上
昇
さ
せ
た
。
と
こ
ろ
が
、「
寓
言
」
の
方
法
を
使
っ
て
、
秋
成

が
こ
の
草
子
で
言
お
う
と
し
た
本
質
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

　

結
論
を
先
に
述
べ
る
と
、
秋
成
が
序
文
で
述
べ
よ
う
と
し
た
の
は
、
自
分
が
見
た
、
聞
い
た
事

は
真
の
こ
と
と
は
言
え
な
い
、
同
じ
く
、
自
分
が
発
し
た
言
動
も
、
そ
れ
を
受
け
取
る
人
に
よ
っ

て
、
自
分
の
本
意
と
か
け
離
れ
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
外
延
は
如
何
な
る
様
態
を

呈
し
て
い
よ
う
と
、
元
に
な
っ
た
内
包
は
一
つ
で
あ
る
と
い
う
「
斉
物
」
的
な
認
識
で
あ
る
。

三

　

次
に
、
序
文
で
使
わ
れ
て
い
る
「
朝
三
暮
四
」
と
い
う
言
葉
を
手
掛
か
り
に
、
序
文
と
『
荘

子
』
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
る
。

　

「
朝
三
暮
四
」
は
「
斉
物
論
」
第
二
か
ら
出
た
表
現
で
、
荘
子
が
「
斉
物
」
の
論
を
立
て
る
た

め
に
使
っ
た
「
寓
言
」
の
一
つ
で
あ
る
。

勞
㆑シ
テ
神
明
ヲ
為
㆑
一
ヲ
。
而
不
㆑
知
二
其
同
㆒コ
ト
ヲ
也
。
謂
㆓
之
ヲ
朝
三
㆒ト
。
何
ニ
ヲ
カ
謂
㆓フ
朝
三
㆒ト
。
曰

狙
公
賦
㆑
芧
ヲ
。
曰
朝
ニ
三
ニ
シ
テ
而
暮
ニ
四
ニ
セ
ン
ト
云
。
衆
狙
皆
怒
。
曰
然
則
朝
四
而
暮
三
。
衆
狙

皆
悦
。
名
實
未
㆑ダ
虧
ケ
。
而
喜
怒
為
㆑
用
ヲ
。
亦
因
㆑ニ
是
也
。

（
神
明
ヲ
労
シ
テ
一
ヲ
為
シ
テ
、
其
ノ
同
ジ
タ
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
ザ
ル
ナ
リ
。
之
ヲ
朝
三
ト

謂
フ
。
何
ヲ
カ
朝
三
ト
謂
フ
。
曰
ク
狙
公
芧
ヲ
賦ク
バ

ル
ト
キ
、
曰
ク
朝
ニ
三
ニ
シ
テ
暮
ニ
四

ニ
セ
ン
ト
云
ヘ
バ
、
衆
猿
皆
怒
ル
。
曰
ク
然
ラ
バ
則
チ
朝
ニ
四
ニ
シ
テ
暮
ニ
三
ニ
セ
ン
ト

云
ヘ
バ
、
衆
狙
皆
悦
ブ
。
名
実
未
ダ
虧
ケ
ズ
。
而
ル
ニ
喜
怒
用
ヲ
為
ス
。
亦
是
ニ
因
ル
ナ

リ
。）

　

「
朝
三
暮
四
」
の
話
自
体
は
有
名
で
は
あ
る
が
、
そ
の
論
旨
で
あ
る
「
労
神
明
為
一
、
而
不
知

其
同
也
」
は
や
や
分
か
り
に
く
い
の
で
、
林
希
逸
『
莊
子
鬳
齋
口
義
』
の
注
釈
も
付
け
て
お
く
。

神
明
ハ
、
猶
精
神
也
。
勞
―㆓
苦
精
神
㆒ヲ
。
自
為
㆓
一
―
偏
ノ
之
説
㆒ヲ
。
強
ヒ
テ
相
是
―
非
シ
テ
。
而
不
㆑
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知
㆓
理
ノ
本
同
㆒キ
コ
ト
ヲ
者
。
謂
㆓
之
ヲ
朝
三
㆒
。（
略
）
名
ハ
三
ト
與
㆑
四
也
。
實
ハ
通
レ
バ
七
ノ
數
ナ
リ
也
。

名
實
未
㆓
嘗
變
㆒セ
但
移
―㆓
易
朝
暮
㆒ヲ
。
而
衆
狙
ノ
喜
怒
隨
㆑
之
。
此
ハ
喩
㆓フ
是
非
之
名
ハ
雖
㆑
異
。
而

理
ノ
之
實
ハ
則
同
㆒
。
但
ダ
能
ク
因
㆑
是
ニ
則
世
ニ
自
無
㆑
爭
矣
。

（
神
明
ハ
、
猶
精
神
ノ
ゴ
ト
シ
ナ
シ
。
精
神
ヲ
労
苦
シ
、
自
ラ
一
偏
ノ
説
ヲ
為
シ
、
強
ヒ

テ
相
是
非
シ
テ
、
理
ノ
本
同
ジ
キ
コ
ト
ヲ
知
ラ
ザ
ル
者
ハ
、
之
ヲ
朝
三
ト
謂
フ
。
名
ハ
三

ト
四
ナ
リ
。
実
ハ
通
レ
バ
七
ノ
数
ナ
リ
。
名
実
未
ダ
嘗
テ
変
ゼ
ズ
、
但
朝
暮
ヲ
移
シ
易
テ
、

衆
狙
ノ
喜
怒
之
ニ
随
フ
。
此
ハ
是
非
ノ
名
ハ
異
ル
ト
雖
モ
、
理
ノ
実
ハ
則
チ
同
ジ
タ
ル
ヲ

喩
フ
。
但
ダ
能
ク
是
ニ
因
レ
バ
則
チ
世
ニ
自
ラ
争
フ
コ
ト
無
シ
。）

　

こ
の
注
釈
に
よ
れ
ば
、「
朝
三
暮
四
」
は
「
是
」・「
非
」
の
名
こ
そ
が
異
な
る
が
、「
理
の
実
」

は
同
じ
で
あ
る
こ
と
の
喩
え
で
あ
る
。「
是
」「
非
」
は
「
理
の
実
」
の
外
延
で
あ
り
、「
理
の

実
」
は
そ
の
内
包
・
核
心
で
あ
る
。
是
で
あ
れ
、
非
で
あ
れ
、
そ
の
元
と
な
る
も
の
は
一
緒
で
あ

る
。
こ
れ
は
所
謂
「
斉
物
的
」
で
あ
る
。
こ
の
「
斉
物
論
」
の
「
是
非
」
を
、
言
い
方
を
変
え
て

み
る
と
、「
是
」
だ
と
認
め
る
事
柄
は
則
ち
そ
の
人
に
と
っ
て
は
「
真
実
」
で
あ
り
、「
非
」
だ
と

認
識
さ
れ
る
事
柄
は
そ
の
人
に
と
っ
て
は
「
虚
言
」
で
あ
る
。
そ
れ
で
、「
是
・
非
」
は
「
真

実
・
虚
言
」
と
置
き
換
え
可
能
で
あ
る
。「
是
・
非
」
の
元
は
同
じ
で
あ
れ
ば
、「
真
実
・
虚
言
」

の
元
も
同
一
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
秋
成
が
序
文
で
使
っ
て
い
る
対
義
語
の
連
続
、「
偽
め
き
し

真
」、「
真
く
さ
き
虚
言
」、「
う
そ
の
ま
こ
と
」「
真
の
う
そ
」
は
、「
真
実
・
虚
言
」
と
い
う
外
延

的
な
部
分
を
相
殺
し
て
、
そ
の
同
一
で
あ
る
内
包
を
意
識
し
て
書
か
れ
た
よ
う
に
も
読
め
る
。

　

で
は
、「
是
」・「
非
」
は
実
は
同
じ
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
差
異
は
何
故
生
じ
た
の
か
。
そ
の

理
由
は
「
寓
言
論
」
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
寓
言
」
第
二
十
七
で
は
、
寓
言
、
重
言
、
巵
言
の

定
義
の
後
、「
不
㆑レ
バ
言
則
齊
シ
。
齊
與
㆑ト
ハ
言
不
㆑
齊
ラ
。
言
ト
與
㆑
齊
不
㆑
齊
也
。
故
曰
無
言
ト
。」

（
言
ハ
ザ
レ
バ
則
チ
齊
シ
。
齊
、
言
ト
ハ
齊
カ
ラ
ズ
。
言
ト
齊
ト
齊
シ
カ
ラ
ズ
ナ
リ
。
故
ニ
曰
ク

無
言
ト
。）
と
、「
言
」、
則
ち
言
葉
を
発
す
る
事
、
或
は
発
さ
れ
た
言
葉
と
「
斉
」
の
関
係
に
つ

い
て
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。
林
希
逸
の
注
釈
を
見
る
と
、「
斉
」
は
「
一
」
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ

の
「
心
」、
則
ち
「
私
心
」
を
持
っ
た
「
言
」
で
「
一
」
を
論
じ
よ
う
と
す
る
と
、「
斉
一
」
で
あ

る
こ
と
は
得
ら
れ
な
く
な
る
。「
無
心
の
言
」
で
あ
る
「
無
言
」
で
論
じ
れ
ば
「
斉
」
で
あ
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る11

＊

。
こ
こ
の
「
心
」
は
、「
そ
れ
ぞ
れ
の
心
」
で
、「
わ
た
く
し
ご
こ
ろ
」
を
指
す

と
思
わ
れ
る
。
先
程
「
寓
言
論
」
に
関
し
て
述
べ
た
時
に
、
立
場
の
問
題
に
つ
い
て
言
及
し
た
。

出
さ
れ
た
発
言
に
対
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、0
聞
き
手
は
自
ら
の
立
場
か
ら

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、0
是
と
非
の
判
断
を
下
す

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
が
、

今
引
用
し
た
部
分
も
併
せ
て
み
る
と
、
そ
も
そ
も
、
発
言
は
出
さ
れ
た
時
点
で
、
既
に
話
し
手
の

立
場
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
秋
成
が
序
文
で
書
い
た
「
お
も
は
く
は
我
こ
ゝ
ろ

よ
り
出
て
人
の
口
に
か
は
り
ゆ
き
。
貂
と
な
り
鼬
と
な
る
」
は
、
自
分
の
書
い
た
作
品
が
客
体
的

な
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
の
現
れ
で
あ
る
。
こ
の
認
識
は
「
寓
言
論
」
に
似
て
い
る
。

　

以
上
述
べ
た
内
容
を
踏
ま
え
て
、
序
文
を
考
え
る
と
、「
彼
賢
人
の
中
間
法
度
」
で
あ
る
「
偽

め
き
し
真
は
語
れ
ど
も
、
真
め
し
き
偽
は
語
ら
ぬ
」
は
、
う
そ
に
聞
こ
え
る
本
当
の
こ
と
は
言
う

け
れ
ど
、
本
当
の
こ
と
に
聞
こ
え
る
嘘
は
言
わ
な
い
。
即
ち
「
真
実
し
か
語
ら
な
い
」
と
い
う
の

は
「
言
葉
」
を
発
し
た
人
の
本
意
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
聞
き
手
に
よ
っ
て
は
、「
偽
り
」

に
聞
こ
え
た
り
、「
真
」
に
聞
こ
え
た
り
す
る
。
釈
迦
の
「
経
蔵
」、
荘
子
の
「
南
華
経
」
も
同
じ

く
、
そ
の
真
意
は
と
も
あ
れ
、「
文
字
」
或
は
「
言
葉
」
で
表
現
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
そ
れ
を
読

む
・
聞
く
人
の
判
断
・
解
釈
に
よ
っ
て
は
、「
う
そ
」
に
な
っ
た
り
、「
ま
こ
と
」
に
な
っ
た
り
す

る
。

　

そ
れ
に
続
く
「
お
も
は
く
は
我
こ
ゝ
ろ
よ
り
出
て
人
の
口
に
か
は
り
ゆ
き
。
貂
と
な
り
鼬
と
な

る
」
は
、
人
の
「
思
惑
」
は
内
側
か
ら
外
側
に
、
言
葉
や
文
字
の
形
で
出
さ
れ
る
と
、
そ
れ
を
聞

い
た
人
或
い
は
読
ん
だ
人
の
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
の
解
釈
に
よ
っ
て
、
姿
が
ど
ん
ど
ん
変
わ
っ

て
行
き
、
元
の
「
お
も
は
く
」
と
は
か
け
離
れ
て
い
く
。
こ
れ
は
話
し
手
・
書
き
手
（
発
信
源
）

と
し
て
の
秋
成
の
感
慨
で
あ
る
。
し
か
し
、『
世
間
狙
』
で
書
か
れ
た
話
に
は
、
殆
ど
モ
デ
ル
が

あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
素
材
と
な
る
モ
デ
ル
の
噂
話
、
或
い
は
伝
え
ら
れ
た
奇
行
な
ど
の

元
々
の
姿
は
、
聞
き
手
・
読
み
手
（
受
信
源
）
の
秋
成
に
は
そ
れ
を
知
る
由
も
な
い
。
既
に
捻
ら

れ
た
情
報
を
受
信
し
て
、
も
う
一
回
自
分
の
立
場
か
ら
そ
れ
を
情
報
と
し
て
発
信
す
る
。
そ
の
た

め
、
秋
成
が
書
い
た
『
世
間
狙
』
に
は
「
尾
に
喰
つ
く
世
の
噂
」
が
出
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
自

分
が
書
い
た
噂
話
自
体
も
「
尾
に
喰
つ
く
世
の
噂
」
の
一
つ
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
モ
デ
ル
の
元
々
の

姿
か
ら
生
じ
た
外
延
の
更
な
る
外
延
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　

「
天
に
口
無
し
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
森
山
重
雄
氏
は
「
天
に
口
な
し
、
人
を
も
っ
て
言
わ

し
む
」
の
略
か
、「
天
に
口
有
り
、
地
に
耳
あ
り
」
の
逆
用
と
し
て
お
ら
れ
る
が
、
も
し
「
人
を

も
っ
て
言
わ
し
む
」
の
意
味
な
ら
、
そ
の
続
き
の
「
婆
嬶
の
そ
し
り
は
し
り
」
が
天
意
に
な
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
は
、「
天
に
口
無
し
」
は
「
婆
嬶
」
の
一
文
に
係
る
と
考
え
る
よ
り
、
寧
ろ
単

独
的
に
考
え
た
方
が
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
天
に
は
口
が
な
い
か
ら
、
そ
の
真
意
は
計

り
知
れ
ず
、
是
非
、
真
偽
の
区
別
は
分
か
ら
な
い
。
口
が
あ
る
婆
嬶
の
悪
口
を
気
に
し
て
、
自
分

が
「
言
わ
ざ
る
」
の
戒
め
を
守
っ
て
、
何
も
言
わ
な
け
れ
ば
、「
そ
し
り
は
し
り
」
は
避
け
ら
れ

て
も
、
今
度
は
群
か
ら
追
放
さ
れ
た
猿
み
た
い
に
、
仲
間
は
ず
れ
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
谷
川
士

清
（
一
七
〇
九
～
一
七
七
六
）
が
著
し
た
『
和
訓
栞
』
に
よ
る
と
、「
こ
け
ざ
る
」
は
「
群
猿
の

中
に
、
は
ね
だ
さ
れ
て
、
独
り
に
な
り
た
る
を
い
ふ
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
、
自
分

の
非
正
当
性
（
偏
っ
た
立
場
、
捻
ら
れ
た
情
報
）
を
見
な
い
こ
と
に
し
て
、
他
人
の
噂
話
を
し
よ

う
。
し
か
し
、
自
分
の
「
書
く
」
と
い
う
作
業
は
、
朝
三
暮
四
の
猿
と
同
じ
く
、
本
質
に
つ
い
て

何
一
つ
触
れ
て
い
な
い
。
と
い
う
の
は
、
自
分
が
書
こ
う
と
思
っ
て
い
る
物
事
に
と
っ
て
、
書
き

表
し
た
も
の
も
そ
の
外
延
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
核
心
を
突
い
た
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
も
の
で
あ
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る
。
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
出
来
具
合
で
一
喜
一
憂
す
る
。
そ
の
作
品
を
読
ん
で
、
悦
ん
だ
り
、

怒
っ
た
り
す
る
読
者
が
「
衆
狙
」
と
同
じ
な
ら
ば
、
自
分
も
そ
の
「
衆
狙
」
の
一
員
で
あ
る
。
こ

の
作
品
を
『
聴
耳
世
間
狙
』
と
呼
ん
で
、
読
ま
な
い
人
の
話
題
に
も
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
、『
荘
子
』
の
「
斉
物
論
」・「
寓
言
論
」
を
根
拠
に
、『
世
間
狙
』
の
序
文
の
読
解
を
試
み

た
。
こ
の
序
文
か
ら
滲
み
出
す
嘲
笑
は
容
易
に
読
み
取
る
も
の
で
、
篠
原
氏
も
前
掲
論
文
で
、

「
そ
の
序
文
は
「
悪
意
」
を
オ
ブ
ラ
ー
ト
で
包
む
「
う
そ
の
ま
こ
と
」
と
い
う
寓
言
的
方
法
の
試

行
を
示
唆
し
た
記
述
」
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
嘲
笑
は
他
人
に
向
け
た
も
の
だ
け
で
は

な
く
、
自
分
に
も
向
け
た
も
の
で
あ
る
。
も
し
序
文
に
悪
意
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
読

者
を
諷
刺
し
て
い
る
の
だ
け
で
は
な
く
、
深
層
に
は
自
己
も
そ
の
悪
意
の
諷
刺
の
対
象
に
な
っ
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。

終
わ
り
に

　

元
々
は
同
じ
で
あ
る
も
の
を
そ
う
と
も
知
ら
ず
、
そ
れ
を
嘘
だ
の
本
当
だ
の
と
騒
ぎ
、
悦
び
怒

る
の
は
読
者
に
限
ら
ず
、
作
者
も
同
じ
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
所
詮
本
質
に
つ
い
て
は
知

り
得
な
い
と
分
か
り
つ
つ
も
、
書
く
こ
と
を
や
め
ら
れ
な
い
の
は
更
に
悲
劇
的
な
こ
と
で
あ
る
と

言
え
よ
う
。
秋
成
に
と
っ
て
、
創
作
す
る
こ
と
は
始
終
「
い
た
づ
ら
ご
と
」
で
あ
っ
て
、
遊
び
で

あ
っ
た
。
傍
観
者
の
立
場
で
人
間
の
生
き
様
を
描
く
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
秋
成
の
「
の
ら
も

の
」
意
識
も
勿
論
働
い
て
い
る
が
、
そ
の
深
層
に
は
、『
荘
子
』
の
斉
物
論
的
な
認
識
が
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
即
ち
、
目
に
見
え
る
人
間
の
営
み
は
表
層
的
な
も
の
で
、
見
る
人
に
よ
っ
て
は
そ
の

様
相
が
違
う
。
そ
れ
だ
け
で
は
人
間
の
本
質
の
全
て
が
理
解
で
き
な
い
。
作
者
と
し
て
書
い
た
も

の
も
同
じ
、
同
じ
作
品
に
対
す
る
読
者
の
見
方
が
違
う
。
ま
た
一
方
で
は
、
国
学
者
と
し
て
の
秋

成
は
古
典
作
品
の
読
者
で
も
あ
る
。
書
物
に
対
す
る
懐
疑
的
な
態
度
も
、
書
か
れ
た
物
の
本
質
は

分
か
ら
な
い
と
い
う
考
え
方
の
現
れ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
な
ら
、
ど
ち
ら
に
も
偏
ら
ず
、
中
間
を
保

つ
。
こ
れ
が
秋
成
の
傍
観
者
で
あ
り
続
け
ら
れ
る
理
由
と
も
言
え
よ
う
。
冒
頭
で
引
用
し
た
「
ぬ

ば
玉
の
巻
」
は
、
宗
椿
が
夢
か
ら
覚
め
た
と
こ
ろ
、「
過
ぎ
に
し
か
た
や
夢
な
ら
ん
。
見
し
夜
の

夢
や
夢
な
ら
ん
。
夢
う
つ
ゝ
と
も
。
み
づ
か
ら
は
さ
だ
め
か
た
く
て
な
ん
」
で
終
わ
る
。「
斉
物

論
」
の
最
後
の
荘
周
夢
に
蝶
々
を
見
る
く
だ
り
の
終
わ
り
方
と
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
、
秋
成
の
家

集
『
藤
簍
冊
子
』
に
収
め
ら
れ
た
「
花
園
」
も
、『
荘
子
』
の
「
荘
周
夢
に
胡
蝶
と
な
る
」
と
同

じ
趣
を
使
っ
て
い
る
。「
寓
言
論
」
だ
け
で
は
な
く
、『
荘
子
』
の
斉
物
論
に
基
づ
い
た
秋
成
の
物

語
観
は
、
最
後
の
『
春
雨
物
語
』
ま
で
貫
く
。『
荘
子
』
の
影
響
は
、
秋
成
の
初
期
か
ら
晩
年
ま

で
ず
っ
と
続
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

注

＊
１　

『
上
田
秋
成
全
集
』
第
五
巻
、
中
央
公
論
社
、
平
成
四
年
五
月
。

＊
２　

前
出
『
上
田
秋
成
全
集
』
第
五
巻
に
あ
る
「
ぬ
ば
玉
の
巻
」
の
解
題
（
日
野
龍
夫
氏
が
執

筆
）
に
よ
る
。

＊
３　

中
村
博
保
「
秋
成
の
物
語
論
」（『
日
本
文
学
』
一
三
巻
－
二
、
昭
和
三
十
九
年
二
月
、
後

『
上
田
秋
成
の
研
究
』、
ぺ
り
か
ん
社
、
平
成
十
一
年
四
月
に
所
収
）。

＊
４　

同
３
、
八
五
頁
。

＊
５　

近
世
中
期
に
お
け
る
老
荘
思
想
の
流
行
に
つ
い
て
は
、
中
野
三
敏
「
近
世
中
期
に
お
け
る

老
荘
思
想
の
流
行 

― 

談
義
本
研
究
」（『
国
文
学
研
究
』
第
三
十
一
集
、
昭
和
四
十
年
三

月
、
後
『
戯
作
研
究
』、
中
央
公
論
社
、
昭
和
五
十
六
年
二
月
に
所
収
）、
福
永
光
司
「
江

戸
期
の
老
荘
思
想
」（『
道
教
と
日
本
文
化
』
所
収
、
人
文
書
院
、
昭
和
五
十
七
年
三
月
）

日
野
龍
夫
「
近
世
中
期
に
お
け
る
老
荘
思
想
」（『
文
学
』
昭
和
五
十
七
年
三
月
号
、
後

『
宣
長
と
秋
成
』、
筑
摩
書
房
、
昭
和
五
十
九
年
十
月
に
所
収
）
等
が
あ
る
。

＊
６　

『
上
田
秋
成
全
集
』
第
七
巻
、
中
央
公
論
社
、
平
成
二
年
八
月
。

＊
７　

同
３
、
九
一
頁
。

＊
８　

高
田
衛
「
和
訳
太
郎
の
世
界
」（『
上
田
秋
成
研
究
序
説
』、
寧
楽
書
房
、
昭
和
四
十
三
年

所
収
）。
九
三
頁
。

＊
９　

森
山
重
雄
『
上
田
秋
成
初
期
浮
世
草
子
評
釈
』（
国
書
刊
行
会
、
昭
和
五
十
二
年
四
月
）。

語
釈
も
そ
れ
に
よ
る
。

＊
10
　
小
椋
嶺
一
「
初
期
創
作
意
識
の
構
造 

―
「
騙
り
」
か
ら
「
寓
言
」
へ
」（『
橘
茂
先
生
古

稀
記
念
論
文
集
』、
大
谷
女
子
大
学
、
昭
和
五
十
五
年
十
一
月
、
後
『
秋
成
と
宣

長 

― 

近
世
文
学
思
考
論
序
説 

―
』、
翰
林
書
房
、
平
成
十
四
年
六
月
、
に
所
収
）。
一

八
三
頁
。

＊
11　

同
３
、
三
六
九
頁
。

＊
12　

長
島
弘
明
「
和
訳
太
郎
論 

― 

ゴ
シ
ッ
プ
小
説
の
方
法 

―
」（『
共
同
研
究
秋
成
と
そ
の

時
代
』、
高
田
衛
編
、
勉
誠
社
、
平
成
六
年
十
一
月
）。（
四
五
三
頁
）。

＊
13　

山
本
秀
樹
「
諸
道
聴
耳
世
間
猿
」
の
意
味
（『
近
世
文
芸
』
第
七
〇
巻
、
平
成
十
一
年
七

月
）。（
四
七
頁
～
）

＊
14　

篠
原
進
氏
「
ミ
ネ
ル
バ
の
梟
の
行
方 

―
『
世
間
狙
』
と
『
妾
気
質
』
の
あ
い
だ
」（『
文

学
』
第
一
〇
巻
第
一
号
、
平
成
二
一
年
一
―
二
月
、
岩
波
書
店
）（
一
二
九
頁
～
）。

＊
15　

『
荘
子
』
の
引
用
は
、『
莊
子
鬳
齋
口
義
』（
寛
永
六
年
〔
一
六
二
九
〕
京
都
風
月
宗
知
印

本
、『
和
刻
本
諸
子
大
成
』
第
十
一
輯
所
収
、
長
澤
規
矩
也
編
、
汲
古
書
院
、
昭
和
五
十

上田秋成と『荘子』 119（ 6 ）



一
年
）
に
よ
る
。
返
り
点
に
つ
い
て
は
、
一
部
改
変
あ
り
。

＊
16　

同
３
、
九
一
頁
。

＊
17　

同
８
、
九
二
頁
。

＊
18　

同
11
、
四
五
五
頁
。

＊
19　

同
11
、
四
六
五
頁
。

＊
20　

原
文
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。「
不
言
則
齊
。
以
㆓ス
レ
バ
無
言
ノ
之
言
㆒ヲ
。
則
歸
㆓ス
於
一
―

理
㆒ニ
。
齊
ハ
一
也
。
以
㆓
此
ノ
一
㆒ヲ
而
形
㆓ハ
ス
諸
言
㆒ニ
。
以
㆓
其
言
㆒ヲ
而
論
㆓ス
此
一
㆒ヲ
。
皆
為
㆑
有
㆑ト

所
㆑
容
㆑ル
ヽ
心
。
則
不
㆑
得
㆑
為
㆓タ
ル
コ
ト
ヲ
齊
一
㆒
矣
。
故
曰
。
齊
ト
與
㆑
言
不
㆑
齊
。
言
ト
與
㆑
齊

不
㆑
齊
也
。
惟
無
言
ハ
則
齊
。
無
言
ハ
無
心
ノ
之
言
也
」。
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