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郭
象
の
荘
子
解
繹

一
主
と
し
て
「
無
」
「
無
爲
」
「
無
名
」
に
つ
い
て
一

幅

永

光

司

　
現
費
の
滋
會
が
封
立
と
矛
盾
に
充
距
さ
れ
、
動
揺
し
混
餓
し
崩
醸
す
る
そ
の
絶
望
的
な
現
實
の
動
き
が
、
抗
し
難
い
互
大
な
力
と
し
て

そ
の
中
に
生
き
る
す
べ
て
の
個
入
の
安
ら
か
な
生
へ
の
希
求
、
す
べ
て
の
人
聞
の
三
野
的
な
意
欲
を
あ
ら
ぐ
し
く
ふ
み
に
じ
わ
・
、
斯
々

し
く
異
し
つ
ぶ
す
時
、
そ
し
て
そ
こ
で
は
も
は
や
入
間
が
喪
ふ
こ
と
准
考
へ
る
こ
と
な
し
に
は
得
る
こ
と
が
考
へ
ら
れ
す
、
亡
び
る
こ
と

を
考
へ
る
こ
と
な
し
に
は
存
へ
る
ζ
と
が
考
へ
ら
れ
な
く
な
っ
た
そ
の
や
う
な
絶
望
と
不
安
の
さ
な
か
に
お
い
て
、
あ
る
ひ
は
ま
距
、
．
騨

ひ
あ
ひ
、
傷
け
あ
ひ
、
欺
き
あ
ひ
、
陥
れ
あ
ふ
入
間
性
の
救
ひ
難
い
愚
か
さ
と
瞼
し
さ
に
、
も
ぼ
や
人
聞
そ
の
も
の
の
蓬
命
を
深
刻
に
反

省
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
い
か
な
る
、
不
和
な
就
・
曾
も
自
由
な
生
き
方
も
期
待
出
機
な
く
な
っ
た
時
、
あ
る
ひ
は
翼
に
ま
た
、
永
劫
の
時
開

の
中
に
そ
の
存
在
の
始
め
と
終
り
を
限
ら
れ
た
死
す
べ
き
存
在
と
し
て
の
入
間
が
、
自
已
存
在
そ
の
も
の
の
虚
無
と
孤
絶
を
狂
ほ
し
い
寂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
む
　
　
も
　
　
う
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
し
　
　
も
　
　
も
　
　
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
し
　
　
も

奨
と
し
て
湧
き
上
る
悲
愁
の
中
に
瞬
み
し
め
、
も
は
や
死
ぬ
る
こ
と
を
考
へ
る
こ
と
な
し
に
は
生
き
る
こ
と
が
考
へ
ら
れ
す
、
無
い
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
ち
　
　
む

を
考
へ
る
こ
と
な
し
に
は
有
る
こ
と
が
考
へ
ら
れ
な
く
な
っ
た
時
、
こ
の
や
う
な
自
己
と
就
會
と
の
背
反
、
自
己
と
時
と
の
乖
離
の
食
置
、

人
置
そ
の
も
の
の
蓬
命
の
凝
税
に
お
い
て
、
シ
ナ
人
が
そ
れ
を
ど
の
や
う
に
考
へ
、
い
か
に
克
服
し
ょ
う
と
し
距
か
、
こ
こ
で
私
が
多
少

の
考
察
を
加
へ
て
み
た
い
と
思
ふ
の
は
、
山
郭
象
の
思
想
に
誇
け
る
そ
の
一
つ
の
場
留
口
で
あ
る
。

　
郭
象
は
西
晋
宋
期
の
入
、
彼
の
筆
記
に
關
…
し
て
は
現
在
そ
の
詳
細
が
億
へ
ら
れ
て
る
な
い
が
、
た
だ
世
論
新
語
の
傅
へ
る
隔
片
的
な
記
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撃
綜
合
す
る
ど
（
厩
辞
書
も
…
懸
彼
の
線
を
立
て
て
は
み
る
が
、
そ
の
記
蓮
は
殆
ん
ど
す
べ
て
を
世
混
に
採
っ
て
み
る
。
）
、
彼
は
需
の
人
（
簾
の
の
露
梁
瀬
錯
塩
選
挙
、
ほ
音
義
雁
）
・
若

い
時
か
ら
上
髭
の
學
を
妊
ん
で
、
そ
の
才
智
は
時
人
か
ら
〃
王
弼
の
亜
〃
と
解
せ
ら
れ
、
常
時
の
名
士
、
割
腔
・
嘆
凱
な
ど
か
ら
も
屡
、

馨
さ
れ
た
が
、
欝
東
海
王
業
仕
へ
て
糠
毒
申
し
、
黍
の
末
年
（
西
騒
紀
元
三
一
〇
年
頃
）
病
氣
で
世
峯
ろ
を
い
ふ
。
彼
の
著
作
と

し
で
は
、
論
語
下
略
二
巻
、
荘
子
注
三
十
三
巻
、
碑
論
十
二
巻
な
ど
が
記
録
さ
れ
て
み
る
が
、
こ
の
中
、
言
論
は
早
く
亡
び
、
論
語
儲
略

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
置
2
）

も
既
に
唐
の
末
に
侠
し
た
ら
し
く
、
現
在
傅
へ
ら
れ
て
る
る
の
は
、
駐
留
注
十
巻
だ
け
で
あ
る
。

　
　
こ
こ
で
我
々
が
被
の
患
想
を
考
へ
る
上
に
、
そ
の
基
盤
が
い
し
背
景
と
し
て
一
再
注
意
す
べ
き
は
次
の
諸
黙
で
あ
ら
う
。

　
　
第
一
は
彼
が
戦
術
を
寧
心
と
す
る
富
痔
の
貴
族
敢
曾
と
密
按
な
交
渉
を
も
つ
て
み
た
事
で
あ
る
。
証
衙
は
云
ふ
ま
で
も
な
く
魏
替
を
懸
じ
て
の
第
【
の

　
々
彊
族
、
螂
邪
の
王
氏
の
　
族
で
あ
り
、
｝
四
羅
属
宋
期
の
禦
隣
廷
に
お
い
て
顯
要
な
地
位
を
占
め
て
み
た
ば
か
ー
ー
で
な
く
、
　
こ
の
嚥
一
期
の
兆
醜
靴
蘇
の
中
心
人
物
で
も

　
あ
っ
た
。
彼
は
竹
赫
捧
の
七
資
の
一
人
、
王
戎
と
は
從
兄
｝
弗
の
開
門
桶
で
あ
り
、
一
遍
じ
く
そ
の
一
人
’
で
あ
る
由
ゆ
凝
と
も
幼
・
少
の
願
一
か
ら
交
η
を
も
凄
ウ
、
叉
．
裟
澱

　
と
も
姻
戚
關
係
に
あ
り
、
そ
の
サ
ロ
ン
は
賞
噂
の
名
士
要
人
の
集
合
の
場
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
世
識
新
語
に
よ
る
と
、
郭
繁
は
こ
の
檬
な
王
術
の
郷
宅
に

　
し
ば
し
ば
再
入
し
、
し
か
も
そ
の
サ
ロ
ン
の
摺
目
に
お
い
て
欝
欝
重
き
を
な
し
て
み
た
ら
し
い
。
被
の
気
遣
に
…
脚
し
て
は
明
か
で
な
い
が
、
滋
術
な
ど
と

　
の
交
渉
か
ら
多
少
の
推
測
を
，
送
し
く
す
れ
ば
、
或
は
斑
傍
の
妻
郭
氏
の
一
族
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
た
い
。
そ
れ
は
と
T
も
か
く
、
彼
が
雷
時
の
貴
族
敢
禽
の

　
サ
ロ
ン
に
出
入
し
得
る
生
活
を
自
己
の
環
境
と
し
て
も
っ
て
み
た
事
は
、
こ
の
場
合
、
賭
に
濤
目
，
“
、
㌦
れ
て
よ
い
で
あ
ら
う
。

　
　
第
二
は
、
彼
が
康
溝
王
櫨
に
仕
へ
て
、
し
か
も
遠
雷
顯
嬰
な
地
位
に
在
っ
た
欝
で
あ
る
。
東
海
斑
越
は
い
は
ゆ
る
司
馬
八
事
の
敢
後
の
致
横
橡
…
蜜
者
で

　
あ
る
が
、
郭
憩
が
彼
に
仕
へ
て
こ
の
時
代
の
廉
な
ま
ぐ
さ
い
髭
面
敢
へ
碧
の
眞
H
ハ
中
に
身
を
亡
い
て
る
た
事
は
、
そ
の
理
由
と
織
殿
の
卿
、
何
を
問
は
ず
注
目

　
に
蟹
す
る
で
あ
ら
う
。
焦
目
醤
は
郭
象
の
こ
の
椋
ゐ
政
治
的
意
欲
が
む
し
ろ
世
論
の
．
反
骨
一
を
買
っ
た
事
を
記
蓮
し
て
み
る
が
（
世
心
新
語
の
彼
一
を
薄
行
の
人

　
と
す
る
批
…
許
や
、
　
そ
の
蕪
子
涯
を
向
秀
の
剰
窃
と
す
る
記
事
は
、
　
そ
の
一
つ
の
現
れ
と
見
る
こ
と
が
出
穂
よ
う
。
｝
、
　
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
初
め

　
は
「
俊
才
を
抱
き
な
が
ら
州
郡
の
辟
召
に
も
懸
ぜ
ず
、
志
を
老
蕪
に
託
し
た
」
’
署
書
本
傳
）
と
云
は
塗
る
郭
募
が
、
圓
じ
く
耳
垂
に
志
を
寄
せ
な
が
ら
、

　
後
に
は
敏
治
の
世
界
、
し
か
亀
血
な
ま
ぐ
さ
い
繊
力
闘
璽
の
函
中
に
身
を
戦
い
た
富
實
は
彼
の
思
想
を
考
へ
る
上
に
充
分
注
員
に
繊
す
る
。

　
　
餓
瓢
　
　
は
、
彼
一
か
老
伸
欺
購
心
想
、
特
に
蕪
…
†
の
田
聯
抽
芯
に
強
い
惜
…
れ
を
論
脅
せ
、
そ
の
波
縄
」
に
・
心
廟
麗
を
価
ぼ
り
な
冒
か
ら
、
涌
門
出
に
偉
…
家
の
棒
心
想
に
も
深
い
閣
点
心
ヰ
一
一
那
し
、

　
　
　
　
郭
象
の
蕪
子
解
団
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
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ぴ
　

論
議
の
注
轟
に
大
き
な
努
力
を
沸
っ
て
み
る
こ
と
で
あ
る
。
尤
も
こ
の
霧
は
郭
象
の
か
に
限
ら
ず
、
彼
に
先
立
つ
黒
弼
が
老
子
注
と
共
に
論
語
繰
疑
を
害

き
、
侮
饗
が
ま
た
磁
徳
論
（
老
子
群
線
｝
と
共
に
論
語
集
暴
を
著
し
て
み
る
事
か
ら
も
知
ら
劇
る
綴
に
、
こ
の
時
代
の
老
蕪
箪
者
の
｝
般
的
傾
向
で
は
あ

っ
た
が
、
と
も
か
く
彼
が
軍
な
る
老
眼
の
徒
。
聾
能
無
者
で
な
し
に
、
傳
統
的
な
儒
家
の
敦
養
と
孔
子
へ
の
思
想
的
静
心
に
強
く
実
へ
ら
れ
て
る
た
事
實

は
看
過
さ
れ
て
な
ら
ぬ
鮎
で
あ
ら
う
。
（
蕪
子
注
の
谷
所
に
見
ら
配
る
難
語
な
ど
の
経
警
の
引
珊
や
莚
子
本
文
の
儒
家
的
解
髪
、
さ
ら
に
は
叉
蕪
子
注
の

序
交
な
ど
に
示
さ
晒
た
、
荘
子
を
必
ず
し
も
究
党
最
高
の
人
格
と
し
な
い
彼
の
見
解
な
ど
も
、
こ
の
事
實
と
蘭
悪
し
て
埋
解
さ
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
）

　
郭
象
の
生
き
た
時
代
、
邸
ち
魏
の
末
期
か
ら
西
晋
の
滅
亡
に
至
る
此
の
約
六
七
十
年
は
、
シ
ナ
の
黒
皮
で
も
殊
に
甚
だ
し
い
動
齪
と
混

蓬
の
時
代
で
あ
っ
た
。
既
に
囲
國
の
初
め
か
ら
素
封
立
す
る
官
僚
貴
族
群
の
安
定
勢
力
と
し
て
の
性
格
を
少
か
ら
ず
箒
び
て
成
立
し
た
西

晋
司
馬
路
の
王
朝
は
、
「
心
、
し
ば
し
ば
衆
口
に
移
さ
れ
、
　
癖
、
　
己
れ
の
圃
に
定
ま
ら
す
」
と
批
評
さ
れ
る
武
帝
司
馬
炎
に
お
い
て
、
は

や
そ
の
模
力
分
野
の
兆
を
暗
示
し
て
み
た
が
、
認
識
の
死
後
、
脳
力
の
所
在
が
外
戚
楊
氏
に
移
る
と
共
に
、
楊
氏
・
買
氏
と
奪
ひ
韓
へ
ら

れ
た
そ
の
宮
廷
権
力
は
、
こ
れ
を
め
ぐ
る
宮
僚
貴
族
群
の
封
立
と
習
事
、
自
己
保
全
の
策
諜
の
中
に
血
な
ま
ぐ
さ
く
崩
れ
て
ゆ
き
、
途
に

八
王
の
鑑
を
経
て
完
全
に
瓦
解
す
る
。
そ
し
て
武
彬
の
外
戚
楊
氏
の
欝
欝
、
晋
の
開
発
の
元
老
衛
礁
の
横
死
、
悪
帝
の
外
戚
質
氏
の
諒
滅
、

こ
れ
に
ま
っ
は
る
名
臣
張
華
・
裟
顧
の
悲
滲
な
最
期
、
は
て
は
司
馬
諸
王
の
野
心
家
に
操
ら
れ
て
の
血
で
血
を
洗
ふ
凄
滲
な
穣
力
闘
事
と
、

止
ま
る
駈
を
知
ら
な
い
政
局
の
破
綻
と
混
蓮
を
徹
底
的
な
破
滅
に
ふ
み
に
じ
つ
允
も
の
は
異
種
族
五
胡
の
大
規
模
な
謝
意
侵
憲
で
あ
っ

拒
。
か
く
て
、
急
轟
く
竃
と
識
に
と
も
な
ふ
簸
・
露
塵
疫
・
流
忘
都
市
姦
謀
、
農
婁
凄
さ
せ
、
輿
乗
灘
劉
）

が
「
人
畏
は
流
移
四
散
し
て
郷
里
に
留
ま
る
者
は
二
割
も
な
く
、
老
人
子
供
を
引
き
つ
れ
た
．
濫
難
民
の
群
は
、
滋
路
に
充
ち
灘
ち
、
僅
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う

に
郷
里
に
留
ま
つ
撫
者
も
妻
を
渡
り
子
花
費
っ
て
生
き
な
が
ら
別
れ
別
れ
と
な
り
、
死
潜
は
路
傍
に
こ
ろ
が
り
、
白
骨
は
肇
原
に
横
は
ひ
、

哀
し
い
叫
び
聾
は
天
地
を
揺
が
す
．
：
・
」
と
傳
へ
る
そ
の
惨
歌
は
、
秦
漢
以
來
、
一
盛
築
き
あ
げ
ら
れ
た
こ
の
就
魯
の
古
い
秩
序
を
根
底

か
ら
ゆ
す
ぶ
め
か
へ
す
に
至
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
人
臣
は
喪
は
れ
た
砒
會
の
秩
序
に
暗
く
蓋
し
い
現
費
を
絶
望
し
、
明
日
を
知
ら
な

い
生
命
に
今
日
の
不
安
を
戦
裸
す
る
。
貧
窮
と
流
浪
と
死
、
悲
歎
と
憤
怒
と
働
果
、
う
づ
ま
き
奔
騰
す
る
現
蜜
の
ど
よ
め
き
は
、
す
べ
て
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の
個
人
の
意
志
と
願
望
を
狂
暴
に
裏
罵
り
、
瞼
し
く
醜
く
歪
ん
だ
人
臣
の
心
は
悪
魔
の
魚
町
と
狡
督
に
狂
ひ
た
つ
。
緊
々
は
た
だ
恐
怖
し

絶
望
し
職
派
す
る
。
恐
怖
し
絶
望
し
職
裸
し
な
が
ら
、
或
る
者
は
現
賓
の
就
愈
を
山
林
の
黒
猫
に
逃
避
し
、
或
る
者
は
官
能
の
陶
醇
に
現

資
の
痛
苦
を
忘
却
す
る
。
郭
象
の
生
き
ゆ
．
κ
時
代
は
こ
の
様
な
肚
會
で
あ
っ
た
。
彼
も
亦
こ
の
様
な
悲
惨
な
批
會
の
親
費
と
絶
望
的
な
人
聞

の
現
實
の
中
に
生
き
た
。
然
し
彼
は
山
林
の
隠
れ
た
る
孤
猫
を
も
官
能
の
む
な
し
き
陶
醇
を
も
歓
し
な
か
っ
た
。
彼
は
暗
く
黒
し
い
現
賓

の
祉
會
と
悲
し
み
苦
し
む
現
實
の
入
闘
と
に
職
懐
は
し
た
が
、
そ
れ
は
彼
に
と
っ
て
人
間
そ
れ
自
身
、
入
閥
の
砒
會
そ
の
も
の
へ
の
絶
望

を
意
昧
し
な
か
っ
た
。
彼
は
自
己
の
生
き
る
現
費
の
謎
會
を
悲
し
み
は
し
た
が
、
そ
れ
を
否
定
し
逃
避
し
忘
却
す
る
代
り
に
、
そ
れ
を
人

聞
の
哀
れ
む
べ
き
狂
惑
と
し
て
理
解
し
、
そ
の
狂
惑
の
奥
底
に
あ
る
べ
き
轟
轟
と
人
間
の
姿
を
信
頼
し
、
そ
れ
を
思
ひ
索
め
た
。
彼
は
自

己
に
つ
い
て
考
へ
、
．
人
闇
四
に
つ
い
て
巾
考
へ
、
人
言
の
就
単
一
に
つ
い
て
諏
お
へ
た
。
自
己
｛
仔
在
の
意
義
と
根
蝶
、
入
興
門
の
本
質
と
ワ
で
の
運
八
戸
、

一
切
の
爾
ひ
と
悲
し
み
の
超
克
さ
れ
ゆ
．
κ
築
和
な
祉
會
の
可
能
根
糠
が
彼
の
思
索
の
最
大
關
議
了
で
あ
っ
た
。
彼
は
山
林
の
賑
遁
者
で
も
書

齋
の
冥
想
者
で
も
な
か
っ
た
。
彼
は
山
林
の
孤
猫
に
遁
れ
る
代
り
に
政
治
的
現
實
の
渦
中
に
身
を
投
じ
、
政
治
的
現
實
の
渦
中
に
身
を
投

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
も

じ
な
が
ら
、
あ
る
べ
き
人
事
と
就
會
の
姿
を
思
索
し
晶
．
κ
。
「
鳥
獣
は
輿
に
群
を
同
う
す
べ
か
ら
す
。
斯
の
民
と
輿
に
す
る
に
非
す
し
て
誰

寅
に
か
せ
む
Q
」
（
罐
微
）
i
恐
ら
く
彼
の
決
意
を
培
ひ
、
彼
の
生
き
方
髪
へ
て
る
た
も
潔
孔
子
の
・
の
亀
卜
で
あ
っ
た
に
馨

な
い
。
そ
し
て
こ
こ
に
我
汝
は
僻
統
的
な
儒
家
の
立
場
を
自
已
の
立
場
と
し
て
み
る
黒
影
見
出
す
で
あ
ら
う
。
彼
の
論
語
に
封
ず
る
響
胴

や
、
そ
の
直
立
の
努
力
を
支
へ
て
る
る
も
の
も
、
こ
の
様
な
〃
孔
子
の
徒
〃
と
し
て
の
彼
の
昏
夢
と
思
想
的
立
場
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

　
然
し
、
現
費
の
人
聞
の
心
が
憂
ひ
と
悲
し
み
に
崩
れ
、
現
費
の
祉
愈
が
動
観
と
混
迷
に
く
つ
が
へ
り
、
も
は
や
入
闇
が
「
死
」
を
考
へ

る
事
な
し
に
は
「
生
」
を
考
へ
る
惣
が
出
門
す
、
も
は
や
「
無
」
を
考
へ
る
寮
な
し
に
は
「
有
」
左
考
へ
る
轟
が
出
來
な
く
な
っ
た
そ
の

様
な
不
安
と
絶
望
の
極
右
に
お
い
て
、
雫
ひ
な
く
苦
し
み
な
き
就
會
と
悲
し
み
な
く
愁
ひ
な
き
安
ら
か
な
自
己
と
は
如
何
に
し
て
可
能
な

の
で
あ
ら
う
か
。
そ
ζ
で
は
、
も
は
や
本
説
政
治
倫
理
の
學
と
し
て
気
立
し
お
一
そ
の
究
極
の
關
心
を
人
間
の
「
生
し
に
お
き
、
そ
の
す

べ
て
の
問
題
を
「
有
」
る
も
の
か
ら
考
へ
て
ゆ
く
一
儒
家
の
思
想
は
、
お
の
つ
か
ら
問
題
解
決
の
隈
界
を
自
灘
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ら

　
　
　
郭
象
の
蕪
子
隔
世
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
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五
〇

う
。
郭
象
が
新
し
い
秩
序
の
勲
會
と
黒
し
い
人
間
の
在
砂
方
と
を
思
ひ
索
め
て
、
そ
の
可
能
性
の
根
糠
を
老
蕪
思
想
、
特
に
蕪
子
の
思
想

に
求
め
元
所
以
も
こ
こ
に
あ
る
。
彼
の
蕪
子
注
は
本
來
政
治
倫
理
の
敏
…
説
と
し
て
成
立
し
た
儒
家
思
想
の
立
場
を
、
そ
の
成
立
の
根
底
か

ら
ゆ
る
が
す
不
安
と
絶
艶
に
み
た
さ
れ
か
西
晋
末
期
の
シ
ナ
就
會
の
、
そ
の
不
安
と
絶
望
の
超
克
の
原
理
の
探
求
へ
の
努
力
で
あ
っ
完
の

で
あ
る
。
彼
は
「
蕪
子
」
を
媒
介
と
し
て
、
傳
統
的
な
儒
家
の
立
場
が
と
も
す
れ
ば
そ
の
瞳
を
そ
ら
し
た
自
己
と
世
界
の
根
糠
の
問
題
を

追
求
し
た
。
自
己
と
世
界
の
根
糠
の
問
題
を
追
求
し
な
が
ら
、
静
か
に
安
ら
か
な
生
を
漱
寄
す
る
人
闇
、
勤
立
と
闘
事
と
の
超
克
さ
れ
た

轟
然
、
そ
の
就
會
を
可
能
な
ら
し
め
威
漉
せ
し
め
る
究
寛
的
人
格
者
一
嘗
入
一
に
つ
い
て
思
索
し
た
。
郭
蒙
の
蕪
子
注
は
彼
の
こ
の
様
な

荘
子
左
媒
介
と
す
る
自
己
と
世
界
の
あ
る
べ
き
姿
に
つ
い
て
の
探
求
の
成
果
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
我
六
は
そ
れ
を
彼
の
老
薙

思
想
を
媒
介
と
す
る
儒
家
思
想
の
深
化
と
も
、
蕪
子
的
究
隠
者
を
媒
介
と
す
る
新
し
い
聖
人
の
性
格
づ
け
と
も
見
る
こ
と
が
出
撃
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
4
）

そ
し
て
彼
が
シ
ナ
思
想
蟄
に
お
い
て
占
む
べ
き
地
位
と
搬
ふ
べ
き
葱
嚢
も
ま
た
こ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
そ
れ
な
ら
ば
、
彼
が

蕪
子
を
媒
介
と
し
て
思
索
し
た
安
ら
か
な
自
己
、
手
愚
な
説
會
、
新
し
い
究
聾
者
i
聖
人
i
と
は
如
何
な
る
も
の
か
、
次
に
我
六
は
圭
と

し
て
彼
の
荘
子
注
の
内
容
左
槍
討
し
な
が
ら
、
彼
の
思
想
左
明
か
に
し
て
み
た
い
と
思
ふ
。

　
こ
こ
で
我
々
は
郭
象
の
男
子
注
一
疋
の
蕪
子
解
繰
一
を
特
徴
づ
け
て
る
る
一
＝
二
の
塞
本
葉
な
牲
格
に
つ
い
て
考
へ
て
お
き
た
い
と
愚
ふ
。

　
第
【
に
注
獄
さ
れ
る
の
は
、
先
に
も
総
囲
れ
た
如
ハ
く
、
彼
が
老
荘
思
想
几
特
に
蕪
子
の
思
想
に
弧
い
關
心
と
深
い
情
四
憬
を
寄
せ
な
が
ら
、
基
本
・
的
に
は
傳
統

的
な
儒
家
の
立
場
を
自
己
の
立
場
と
し
て
と
っ
て
み
る
事
で
あ
る
。
彼
は
薙
子
の
注
を
牽
き
、
蕪
子
の
思
想
に
自
己
の
思
索
の
嶽
り
所
を
求
め
た
が
、
蕪

子
・
必
ず
・
豪
兄
的
輩
人
・
は
考
ヘ
ミ
睡
孔
子
・
最
高
の
人
格
享
・
球
茎
か
に
・
て
・
・
（
薦
薩
）
。
・
・
て
、
・
紮
誓
葵
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
詫
5
）

置
く
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
郭
象
だ
け
に
濁
自
な
も
の
で
は
癒
く
、
魏
の
モ
弼
と
藏
徽
、
帯
解
、
1
1
宋
の
環
術
と
院
晦
、
衆
μ
冨
初
期
の
庚
亮
と
孫
放
の
問
答
な
ど

に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
魏
肺
葉
思
想
界
の
一
般
的
な
風
潮
で
は
あ
っ
た
が
、
彼
は
こ
の
風
漏
…
の
と
に
立
っ
て
、
儒
家
思
想
を
老
嬢
的
に
、
儒
家
的
聖
人
を
荘
子

無
燈
尭
者
と
し
て
性
格
づ
け
る
こ
と
に
お
い
て
一
そ
う
徹
底
し
た
立
場
を
示
し
て
み
る
。
郭
象
の
荘
子
注
は
彼
の
断
し
い
世
界
と
新
し
い
聖
人
の
獲
見
へ

の
努
力
で
あ
っ
た
が
、
彼
は
そ
の
新
し
い
聖
人
を
孔
子
に
お
い
て
考
へ
、
新
し
い
世
界
を
儒
家
の
徒
と
し
て
探
求
し
て
み
る
脂
で
傳
統
的
で
あ
り
、
そ
わ
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を
蕪
子
的
究
尭
者
と
し
て
性
格
づ
け
、
荘
子
の
解
繹
と
し
て
説
明
し
て
み
る
黙
で
；
の
特
呉
な
立
揚
を
示
し
て
み
る
の
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
從
っ
て
ま
た
、
彼
の
荘
子
解
牒
を
　
特
徴
9
づ
け
て
み
る
張
い
致
治
的
祉
・
曾
的
關
心
が
注
稿
さ
れ
る
。
も
と
く
薙
子
の
思
想
に
は
、
　
［
種
の
現

實
背
心
な
い
し
世
俗
脚
継
伸
の
思
想
こ
そ
強
調
さ
れ
て
を
れ
、
そ
れ
は
あ
く
泡
一
、
偉
人
の
生
き
方
（
死
に
方
）
に
闘
脚
し
て
譲
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ

に
は
致
治
的
細
事
的
近
心
は
種
め
て
稀
薄
で
あ
る
。
然
し
郭
憩
は
蕪
子
の
こ
の
様
な
霊
歌
な
い
し
世
俗
を
政
治
的
現
實
と
し
て
置
き
換
へ
、
そ
の
超
越
者

一
至
人
一
を
燈
下
的
糎
界
の
輩
高
繊
力
者
の
地
位
に
移
し
易
へ
る
。
彼
が
蕪
干
の
郷
捻
と
課
刺
に
罵
倒
か
．
・
れ
る
発
を
、
牽
強
附
愈
と
恩
は
れ
る
程
の
無
理

な
解
牒
で
聯
穫
し
、
或
は
懸
蕎
許
由
の
反
世
俗
性
を
必
要
以
上
に
非
難
し
て
み
る
の
も
、
こ
れ
を
最
も
よ
く
表
す
も
の
で
あ
り
、
こ
の
ほ
か
君
主
の
荏
在

の
必
然
性
と
そ
の
統
治
を
張
調
し
、
或
は
ま
た
、
彼
の
當
晦
の
老
荘
家
者
流
が
當
塗
者
に
棄
て
ら
れ
る
鴉
介
眠
…
照
さ
を
潮
籍
し
て
み
る
の
も
、
こ
れ
を
表

は
す
竜
の
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
郭
象
の
荘
子
解
罧
を
支
へ
る
こ
の
糠
な
張
い
致
治
的
敢
會
描
出
心
こ
そ
彼
の
蕪
子
注
を
他
の
蕪
子
注
か
ら
麗
隣
す
る

一
つ
の
大
き
な
特
徴
を
な
し
て
み
る
の
で
あ
る
。

　
第
三
は
、
嬉
二
と
關
聯
し
て
、
彼
の
蕪
子
解
鐸
が
蕪
子
全
篇
の
内
容
を
一
接
し
た
患
想
と
し
て
統
【
的
驚
系
的
に
把
握
し
詫
明
し
よ
う
と
し
て
み
る
事

で
あ
る
。
も
と
く
荘
子
三
十
三
篇
の
内
容
に
は
矛
盾
し
た
絞
蓮
．
と
不
統
　
な
記
事
が
少
く
な
い
。
そ
れ
は
荘
子
長
身
の
奔
放
不
構
な
思
想
と
逆
融
訊
刺

に
み
ち
た
特
異
な
筆
つ
か
ひ
に
も
原
因
す
る
が
、
よ
り
根
本
的
に
は
そ
の
思
想
が
後
顧
に
よ
っ
て
必
ず
し
も
困
睡
に
受
け
つ
が
れ
ず
、
或
ぱ
後
次
的
な
附

愈
、
歪
曲
と
卑
俗
化
を
受
け
、
そ
れ
ら
が
悉
く
「
荘
子
」
の
内
容
と
し
て
傳
へ
ら
れ
た
欝
に
幽
囚
す
る
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
郭
象
の
時
代
の
蕪
子
テ
キ
ス
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
∩
骸
6
）

が
、
こ
の
様
な
雑
駁
さ
と
矛
盾
に
充
た
さ
れ
て
み
た
事
は
、
彼
自
身
の
蕪
子
注
後
図
が
何
よ
、
り
も
有
力
に
そ
れ
を
示
し
て
み
る
で
あ
ら
う
。
郭
象
は
こ
の

様
な
彼
の
漏
精
の
荘
子
テ
キ
ス
ト
の
維
駁
さ
を
整
理
す
る
と
共
に
、
そ
の
整
蝶
し
た
蕪
子
テ
キ
ス
ト
の
内
容
を
｝
貧
し
た
統
［
あ
る
思
想
と
し
て
雛
系
づ

け
よ
う
と
す
る
。
尤
も
彼
の
こ
の
様
な
統
一
的
禮
系
的
解
牒
の
企
闘
も
ま
た
彼
の
み
に
…
兄
ら
わ
る
赫
異
な
も
の
で
は
な
く
て
、
彼
に
少
し
く
先
立
つ
杜
預

の
撫
秋
學
、
更
に
潮
っ
て
は
後
漢
の
鄭
玄
の
縫
學
な
ど
に
既
に
指
摘
さ
れ
る
夏
期
魏
　
昔
の
學
問
の
一
つ
の
顯
箸
な
傾
向
で
は
あ
っ
た
が
、
と
も
か
く
彼
の

蕪
子
豊
丸
の
こ
の
様
な
態
度
は
充
分
整
正
に
債
す
る
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
彼
の
孟
子
注
が
箪
な
る
蕪
子
の
口
腔
で
な
く
、
荘
子
を
媒
介
と
す
る
彼
櫛
目
の

炉
心
索
で
あ
っ
た
窺
、
…
従
っ
て
ま
た
、
そ
の
弾
批
叫
す
液
仲
か
彼
の
職
心
想
を
考
下
す
る
上
に
餓
要
な
費
料
と
な
り
得
る
根
採
も
ま
た
こ
こ
に
あ
る
。
郭
話
の
坤
批
子
注

は
燕
子
の
注
罧
で
あ
る
と
共
に
、
そ
の
髄
系
的
把
握
と
統
一
的
解
騨
に
お
い
て
、
よ
り
多
く
重
富
身
の
思
惣
を
表
は
す
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
認
燗
象
の
難
鴛
ナ
解
明
脚
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
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二

註
1
　
陪
書
鯨
鷹
耐
風
芯
・
唐
書
轟
丈
志
に
鳥
海
さ
れ
て
る
る
が
、
経
典
繹
文
敏
録
に
は
見
え
て
み
な
い
貼
か
ら
考
へ
る
と
、
庸
の
頃
、
既
に
一
般
に
は
響
は

　
　
つ
て
み
な
か
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
現
在
は
勿
紘
繭
敵
弾
離
し
て
そ
の
詳
細
は
鰍
刈
る
由
円
も
な
い
が
、
た
だ
梁
の
白
薫
侃
の
轟
調
瓢
岨
義
疏
に
そ
の
九
鎌
を
噌
引
…
用
し
て

　
　
み
る
の
で
、
之
に
よ
っ
て
そ
の
大
骸
を
彷
彿
す
る
事
が
禺
濁
る
。
な
ほ
、
雷
雨
の
諭
語
に
撫
す
る
著
作
に
は
、
こ
の
ほ
か
．
「
論
語
隠
」
が
あ
っ
π
と

　
　
云
は
れ
る
が
、
現
在
は
全
く
亡
侠
し
て
臨
甲
片
さ
へ
止
め
て
み
な
い
。

註
2
　
現
行
蕪
子
郭
象
注
が
果
し
て
郭
象
の
苦
作
で
あ
る
か
否
か
に
闘
し
て
は
、
常
総
斬
語
（
県
議
篇
）
が
向
秀
の
注
を
窃
ん
だ
と
い
ふ
記
事
を
傳
へ
て

　
　
備
畜
、
棊
弥
醐
一
か
多
い
け
れ
ど
も
、
然
し
説
文
忌
引
の
向
郭
補
注
の
内
｛
谷
を
比
較
し
、
ま
た
｛
回
秀
と
郭
象
の
田
廓
想
を
脱
在
島
へ
ら
れ
る
湿
田
側
の
傭
照
の
著

　
　
論
に
よ
っ
て
比
較
し
て
見
て
も
、
更
に
ま
た
郭
象
の
荘
鳴
す
沈
二
恩
に
見
え
る
そ
の
懸
子
テ
キ
ス
ト
…
剛
定
の
事
構
に
考
へ
て
見
て
も
、
そ
の
い
は
れ
な

　
　
き
寮
は
明
か
で
あ
ら
う
。
な
ほ
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
翫
に
松
本
雅
動
氏
の
諭
考
が
あ
る
（
史
學
雑
誌
五
十
一
編
島
牧
「
魏
晋
に
お
け
る
無
の
思

　
　
如
芯
の
性
格
」
郭
象
の
項
を
論
ジ
昭
…
）
。

識
3
　
隣
審
経
籍
志
、
唐
唇
蕊
文
志
、
裸
女
叙
蘇
な
ど
に
著
録
さ
劇
て
る
る
が
、
現
在
は
亡
際
し
、
馬
國
翰
の
輯
伏
｛
巻
が
あ
る
。

難脳

S
　
蝋
W
原
の
田
心
想
の
歴
⊥
災
的
讃
泓
義
に
つ
い
て
は
こ
の
小
弥
調
の
U
痕
後
の
脾
頗
議
乞
桑
ノ
昭
…
。

註
δ
魏
の
補
弼
と
裟
徽
の
問
答
は
論
罪
鍾
渡
島
渋
や
世
説
新
語
文
學
篇
に
、
王
術
と
眈
桁
の
問
答
は
繰
説
謬
言
篇
に
（
晋
書
論
賑
傳
で
は
血
温
と
院
駿

　
の
問
啓
と
し
て
み
る
）
、
庚
亮
と
孫
放
の
問
答
は
問
じ
く
言
語
篇
に
見
え
て
み
る
。

註
6
　
こ
の
後
報
は
韻
行
本
薙
予
讃
象
注
に
は
載
せ
ら
れ
て
み
ず
、
京
都
高
尾
高
山
寺
計
装
の
盤
妙
巻
子
本
蕪
子
残
港
の
中
に
見
え
る
。

口

　
既
に
蓮
べ
た
如
く
、
郭
象
は
動
鳳
と
混
迷
の
中
に
暗
く
瞼
し
く
崩
れ
て
ゆ
く
西
晋
末
期
の
シ
ナ
風
趣
に
生
き
、
そ
の
中
で
悲
し
み
苦
し

み
恐
れ
絶
望
す
る
人
闘
の
姿
を
凝
介
し
た
が
、
然
し
彼
は
こ
の
様
な
現
實
の
肚
會
と
人
間
を
絶
望
し
否
定
し
逃
避
す
る
代
む
に
、
そ
れ
を

人
聞
の
悲
し
む
べ
き
狂
惑
と
し
て
理
解
し
、
そ
の
三
惑
の
根
底
に
醒
め
た
る
人
聞
、
あ
る
べ
き
祉
會
を
償
辛
し
π
。
彼
に
と
っ
て
現
實
の

就
會
と
人
間
の
悲
し
む
べ
き
姿
は
、
要
す
る
に
人
間
の
偏
見
妄
執
な
い
し
は
観
心
の
祈
産
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
然
し
人
聞
の
悲
哀
・
苦

憐
・
不
安
。
絶
望
は
何
故
郭
象
に
お
い
て
迷
ひ
と
さ
れ
惑
ひ
と
さ
れ
る
の
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
は
如
何
な
る
意
味
に
お
い
て
編
見
妄
執
な

い
し
は
顛
倒
の
所
産
な
の
で
あ
ら
う
か
。
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一
般
に
人
聞
が
現
品
の
自
己
を
惑
へ
る
も
の
、
執
は
れ
た
る
も
の
と
三
歳
す
る
場
合
、
そ
こ
に
は
自
己
の
悲
哀
・
怨
讐
・
不
安
・
絶
望

に
勤
す
る
透
徹
し
た
帯
親
と
把
握
が
な
さ
れ
て
る
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。
と
こ
ろ
で
、
人
聞
の
悲
哀
・
苦
檎
．
不
安
・
絶
望
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
カ
　
　
う

一
華
釘
な
の
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
は
ま
た
何
に
誇
い
て
あ
ら
は
と
な
り
、
如
何
に
し
て
生
起
す
る
の
で
あ
ら
う
か
。
確
か
に
人
間
の
悲
し
み

苦
し
み
恐
れ
絶
望
す
る
心
は
複
雑
で
あ
る
。
そ
れ
は
多
く
の
人
間
の
心
を
、
そ
の
時
と
所
に
慮
じ
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
揺
が
し
、
い
ろ
い
ろ

に
彩
る
。
然
し
そ
の
複
難
に
し
て
多
様
な
あ
ら
は
れ
に
も
絢
ら
す
、
我
事
は
こ
れ
を
そ
の
生
起
に
關
し
て
大
き
く
二
つ
に
分
っ
て
考
へ
る

事
が
出
贈
る
で
あ
ら
う
。
そ
の
一
つ
は
自
己
自
身
（
我
）
に
撫
す
る
も
の
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
自
己
と
他
（
我
と
物
）
と
の
閥
の
に
軍
立

す
る
も
の
で
あ
る
。
自
己
自
身
に
關
す
る
悲
哀
・
苦
偶
・
不
安
・
絶
望
と
は
自
己
存
在
の
有
限
性
、
死
す
べ
き
存
在
と
し
て
の
自
己
を
恐

れ
る
心
で
あ
る
。
今
日
の
自
己
が
明
鼠
の
自
己
と
つ
な
が
ら
ぬ
悲
し
み
で
あ
の
、
現
在
が
過
去
・
未
來
と
乖
離
す
る
嘆
き
で
あ
る
。
こ
こ

で
は
自
己
存
在
の
始
ま
の
が
、
そ
し
て
騰
り
が
、
更
に
は
ま
た
、
生
存
の
各
瞬
闇
に
お
け
る
断
絶
と
蓮
績
が
、
生
存
そ
の
も
の
の
永
劫
の

時
と
の
つ
な
が
り
が
圭
要
な
野
心
と
な
る
。
い
は
ば
自
己
と
時
と
の
悟
り
に
成
立
す
る
悲
し
み
と
苦
し
み
で
あ
る
。
こ
れ
に
回
し
て
自
己

と
他
と
の
關
の
に
威
剥
す
る
悲
哀
・
至
善
・
不
安
・
絶
望
と
は
、
自
己
と
他
と
の
封
立
、
自
己
と
砒
會
と
の
不
調
和
を
悲
し
み
憤
る
心
で

あ
る
。
そ
こ
で
は
人
聞
は
流
入
を
羨
み
自
己
を
嘆
き
、
人
を
傷
け
已
れ
左
呪
ふ
。
富
と
貧
、
貴
と
賎
、
榮
と
辱
、
賢
と
愚
、
美
と
醜
な
ど

現
衝
心
會
の
在
り
方
と
償
糊
づ
け
が
そ
の
心
左
激
し
く
ゆ
す
ぶ
の
、
貧
窮
、
孤
猫
、
汚
辱
、
敗
亡
が
そ
の
心
を
曙
く
打
ち
挫
ぐ
。
そ
し
て

郭
象
が
「
そ
れ
悲
し
み
は
羨
欲
の
累
よ
り
生
す
る
し
と
云
ひ
、
「
露
草
は
失
得
よ
り
起
る
」
と
云
ひ
、
「
患
は
生
に
あ
π
り
て
死
を
慮
る
所

に
成
る
」
と
巽
ふ
時
、
彼
は
人
聞
の
悲
し
み
と
撲
れ
、
不
安
と
絶
望
の
姿
左
、
こ
の
様
な
自
己
自
身
と
、
自
已
と
髄
會
と
の
關
り
に
お
い

て
把
握
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
彼
は
そ
れ
左
「
眞
を
照
し
し
、
「
性
左
傷
る
」
人
聞
の
惑
溺
も
し
く
は
迷
謬
と
し
て
却
け
る
。
彼
は
そ
の
惑

溺
と
謎
謬
の
奥
底
に
目
ざ
め
距
る
入
庫
、
あ
る
べ
き
祉
會
を
考
へ
る
。
生
と
死
と
が
安
ら
ぎ
の
中
に
結
び
つ
く
生
活
、
自
己
と
他
と
が
互

に
ゆ
る
し
あ
ひ
調
和
す
る
砒
會
、
す
べ
て
の
入
闘
が
生
を
澱
卑
し
、
自
由
と
早
和
が
す
べ
て
の
個
性
を
お
ほ
ら
か
に
育
て
る
世
界
、
彼
は

そ
の
瞳
の
奥
底
で
人
聞
を
信
乏
し
、
入
間
の
祉
愈
を
肯
定
す
る
。
然
し
そ
れ
は
如
何
に
し
て
可
能
な
の
で
あ
ら
う
か
。
我
汝
は
先
づ
彼
に

　
　
　
郭
麹
の
蕪
子
解
罧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
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哲
撃
欝
究
　
第
畷
再
黒
十
閥
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
瓢
期

お
け
為
自
己
（
我
）
の
問
題
左
考
察
し
て
み
よ
う
。

　
王
弼
・
何
嬰
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
、
魏
晋
の
老
蕪
學
が
そ
れ
左
中
心
と
し
て
展
開
し
た
最
も
根
本
的
な
問
題
は
、
　
「
無
」
と
「
無
爲
」
の

そ
れ
で
あ
っ
た
。
「
無
」
潅
（
無
爲
に
つ
い
て
は
後
に
蓮
べ
る
。
）
云
ふ
ま
で
も
有
、
孝
が
「
有
は
無
畜
集
」
（
韓
聯
）
・
・
い
ひ
、
輩
が
「
有

な
る
も
の
あ
り
、
無
爵
も
の
あ
り
…
・
」
（
燕
子
齊
勿
今
旦
旧
）
と
い
ふ
そ
の
「
無
」
で
あ
る
が
、
丁
丁
の
學
蓬
は
あ
「
無
」
の
解
書
中
に

彼
ら
の
自
己
と
世
界
の
辛
勝
に
延
す
る
閥
題
左
追
求
し
た
。
彼
等
は
動
揺
し
合
取
す
る
現
臆
意
會
の
狂
躁
と
錯
観
の
根
源
に
、
攣
化
し
な

い
も
の
、
喪
は
れ
ぬ
も
の
を
考
へ
、
悲
し
み
極
れ
戦
く
自
巴
存
在
の
有
限
さ
を
包
む
無
限
な
る
も
の
、
遙
か
な
る
も
の
を
這
う
た
。
そ
こ

で
は
問
題
は
す
べ
て
の
「
い
ま
有
る
も
の
」
か
ら
出
定
す
る
の
で
は
な
く
し
て
、
す
べ
て
の
有
る
も
の
を
有
ら
し
め
る
も
の
、
有
る
も
の

の
根
源
と
し
て
の
「
無
い
も
の
」
か
ら
出
褒
す
る
。
宇
宙
の
本
夕
も
し
く
は
世
界
の
存
在
根
塵
は
何
か
、
天
地
萬
物
は
如
何
に
し
て
生
成

す
る
か
、
そ
の
本
質
は
何
か
、
換
言
す
れ
ば
、
自
粛
存
鹿
を
支
へ
る
究
尭
的
な
も
の
は
何
か
と
い
ふ
問
題
が
彼
等
の
心
心
の
圭
要
な
勤
象

で
あ
り
、
そ
れ
を
彼
等
は
無
の
問
題
と
し
て
理
解
し
考
究
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
郭
象
も
亦
こ
の
檬
な
霞
幕
老
荘
學
の
無
の
問
題
を
自

己
の
問
題
と
し
て
そ
れ
を
考
へ
そ
れ
に
答
へ
る
の
で
あ
る
。

　
　
一
罷
、
荘
子
や
老
子
が
屡
、
　
「
無
し
を
詮
く
の
は
何
故
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
は
贈
物
を
生
す
る
物
な
ど
何
虞
に
も
な
く
て
、
萬
物
は

　
　
お
の
づ
か

　
み
な
自
ら
生
す
る
も
の
で
あ
る
纂
を
明
か
に
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
萬
物
は
た
だ
自
ら
生
す
る
だ
け
で
、
決
し
て
何
か
が
（
誰
か

が
）
そ
れ
羨
畠
す
の
で
は
な
い
。
（
騰
）

　
　
一
膿
、
萬
物
は
一
か
ら
生
す
る
の
で
あ
る
が
、
　
一
は
あ
く
迄
一
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
無
で
は
な
い
。
島
物
は
決
し
て
無
か
ら
は
生
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ

　
な
い
の
で
あ
る
。
に
も
絢
ら
す
蕪
子
が
継
物
の
存
在
を
無
か
ら
葺
き
初
め
る
の
は
何
故
で
あ
ら
う
か
。
：
：
萬
物
は
無
に
賢
っ
て
生
す

る
の
で
は
な
く
、
何
故
と
も
分
ら
な
い
ま
ま
に
、
突
然
と
し
融
星
す
る
婁
云
っ
て
み
る
の
で
あ
る
。
（
天
地
篇
注
）

郭
籠
嶺
て
世
界
（
天
地
）
は
、
從
っ
て
ま
奮
己
（
我
）
は
（
騨
驚
群
帳
撫
嘱
誰
譜
叢
か
）
、
お
嚢
の
始
め

を
金
く
の
「
自
然
」
と
し
て
も
つ
。
自
然
と
は
彼
自
ら
定
義
し
て
み
る
様
に
、
「
然
る
所
以
を
知
ら
す
し
て
然
る
も
の
」
「
爲
さ
す
し
て
宿
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ら
然
る
も
の
」
（
髄
蟻
）
で
あ
・
。
そ
れ
は
綬
か
と
即
き
と
の
暴
ぬ
も
の
、
人
聞
縷
念
的
な
認
識
巌
美
；
の
聾
堕
仙

る
も
の
で
あ
る
Q
だ
か
ら
人
聞
は
自
蔵
が
何
故
こ
の
世
に
生
れ
て
來
だ
か
左
問
ふ
ほ
ど
愚
か
な
窺
は
な
い
。
生
れ
て
來
た
か
ら
た
だ
生
き

て
み
る
だ
け
だ
と
郭
象
は
考
へ
る
。
世
界
（
自
己
）
は
何
か
か
ら
造
ら
れ
る
の
で
も
、
そ
れ
左
造
る
紳
や
造
物
圭
が
あ
る
の
で
も
な
く

て
、
発
く
の
自
然
と
し
て
始
ま
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
蕪
子
や
老
子
が
、
単
物
は
無
か
ら
生
じ
る
と
か
、
容
物
は
無
か
ら
始
ま
る
と
い
ふ

そ
の
無
は
、
　
「
無
」
と
い
ふ
何
か
が
あ
る
と
い
ふ
黒
瀬
で
は
な
し
に
、
管
物
の
生
成
原
因
と
な
る
も
の
ぽ
何
も
「
無
」
い
と
い
ふ
事
な
の

で
あ
る
。
自
己
は
何
か
を
原
照
と
し
て
、
も
し
く
は
何
か
の
鼠
的
の
た
め
に
、
或
は
何
か
に
よ
っ
て
、
も
し
く
は
何
か
の
た
め
に
此
の
世

に
生
戴
て
來
る
の
で
は
な
い
。
自
己
は
原
因
の
な
い
原
因
を
原
点
と
し
、
目
的
の
な
い
日
的
を
目
的
と
し
て
、
た
だ
忽
然
と
し
て
そ
の
存

在
を
始
め
る
。
無
と
は
自
然
と
い
ふ
事
で
あ
り
、
忽
然
と
い
ふ
事
で
あ
る
。
自
然
と
い
ひ
忽
然
と
い
ふ
の
は
、
因
果
的
な
思
惟
で
は
把
捉

す
る
事
の
出
來
な
い
も
の
、
概
念
名
辞
を
超
え
て
み
る
と
い
ふ
意
味
で
あ
る
。
郭
象
は
ま
つ
老
蕪
の
無
を
こ
の
様
に
解
毒
す
る
。
こ
こ
で
我

姦
王
票
豪
物
は
無
に
始
ま
つ
需
手
生
す
」
（
詩
繊
）
と
答
、
禦
が
「
有
の
有
と
な
る
轟
轟
み
て
生
す
」
（
辮
灘
）

と
論
難
す
る
老
蕪
の
無
が
、
筆
写
に
お
い
て
新
し
い
鮮
碧
と
し
て
展
閉
さ
れ
て
み
る
事
に
氣
つ
く
で
あ
ら
う
。
即
ち
、
王
弼
が
無
を
有
の

原
凶
と
し
、
何
曇
が
無
左
有
の
櫨
の
所
と
解
帰
す
る
そ
の
無
の
本
雛
論
的
な
理
解
左
、
郭
者
は
存
在
論
的
に
把
握
し
よ
う
と
し
て
み
る
の

で
あ
る
。

　
然
し
自
己
の
存
在
が
一
つ
の
自
然
と
し
て
始
ま
る
と
い
っ
て
も
、
そ
の
寓
は
必
ず
し
も
そ
の
旛
在
が
閥
違
つ
だ
も
の
で
あ
る
と
か
、
あ

っ
て
も
な
く
て
も
良
い
存
在
で
あ
る
と
い
ふ
審
に
は
な
ら
な
い
Q
　
「
入
の
生
る
る
や
誤
り
て
生
る
る
に
あ
ら
す
、
生
れ
て
有
す
る
祈
、
妄

り
に
有
す
る
に
あ
ら
す
。
」
（
蛍
雪
了
皇
の
存
在
竺
つ
鐘
奮
・
・
ち
、
；
の
材
工
髪
へ
ら
れ
て
る
る
。
そ
れ
蔭
間
の
認

識
を
超
え
た
も
の
、
何
故
か
と
問
ふ
事
の
出
來
ぬ
も
の
で
は
あ
る
が
、
然
し
、
す
べ
て
の
存
在
す
る
も
の
は
、
そ
の
存
在
そ
れ
濡
身
の
内

　
う
　
　
も

に
そ
れ
を
も
っ
て
み
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
存
在
そ
れ
自
身
の
内
に
と
い
ふ
の
は
、
そ
れ
が
そ
の
存
在
の
外
に
あ
る
の
で
も
上
に
あ
る
の

で
も
な
く
て
、
即
ち
淋
に
よ
っ
て
統
べ
ら
れ
る
理
法
で
も
、
、
逡
物
主
に
よ
っ
て
奥
へ
ら
れ
る
必
然
性
で
も
な
く
て
、
萬
物
の
存
在
そ
の
も

　
　
　
蝋
W
勲
剛
の
糠
拠
革
・
解
礫
響
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
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諏
鷲
維
轟
鮒
究
　
　
位
浬
四
門
買
M
嵩
十
鶏
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六

の
に
内
有
さ
れ
て
み
る
と
い
ふ
意
味
で
あ
る
Q
嵩
物
の
存
在
は
、
萬
物
そ
れ
自
身
に
お
い
て
絶
封
で
あ
り
、
す
べ
て
の
自
己
は
自
己
自
身

に
と
っ
て
絶
封
で
あ
る
。
郭
象
の
無
は
こ
の
嫌
な
す
べ
て
の
有
（
急
物
）
が
す
べ
て
の
有
と
し
て
も
つ
冊
封
憧
で
も
あ
っ
元
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
ζ
で
は
郭
象
の
無
は
汎
謹
告
的
な
立
場
で
有
（
萬
物
）
そ
の
も
の
の
中
に
内
在
化
さ
れ
る
。
王
弼
・
何
妾
に
訟
い
て
有
と
封

し
有
の
外
に
把
握
さ
れ
た
無
は
、
郭
象
に
拾
い
て
有
の
絶
封
化
の
原
理
と
し
て
、
有
の
中
に
包
櫨
さ
れ
内
在
化
さ
れ
て
み
る
の
で
あ
る
。

「
物
叢
る
も
の
は
圭
な
し
。
物
禽
蕩
自
ら
碧
。
黎
の
奮
自
ら
響
て
待
つ
所
要
。
」
癖
曲
論
了
か
く
て
嚢
は
禦
否

定
し
天
帝
を
否
定
し
造
物
圭
を
否
定
す
る
と
共
に
、
王
弼
何
萎
が
一
切
添
物
の
超
越
造
面
披
と
し
て
理
解
し
た
無
を
有
そ
れ
自
身
の
自
全

性
の
中
に
魚
蝋
し
内
在
化
し
絶
樹
化
す
る
。
そ
し
て
我
汝
は
こ
こ
で
郭
象
の
こ
の
檬
な
存
在
論
的
も
し
く
は
汎
言
論
的
な
無
の
鴬
野
の
根

祇
に
こ
そ
曲
物
と
普
愚
者
と
の
乖
離
、
有
限
な
る
も
の
と
無
限
な
る
も
の
と
の
勤
立
を
克
服
し
、
永
劫
の
時
の
中
に
現
在
す
る
自
助
を
位

置
づ
け
よ
う
と
す
る
被
の
企
圃
と
努
力
と
を
何
よ
り
も
よ
く
感
得
す
る
で
あ
ら
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
そ
の
存
在
が
榊
に
よ
っ
て
凱
ハ
へ
ら
れ
る
の
で
も
な
く
、
造
物
主
に
よ
っ
て
造
ら
れ
る
の
で
も
な
く
て
、
全
く
の
自
然
と
し

て
始
ま
る
薫
物
（
世
界
）
1
そ
の
存
在
根
蝶
と
理
由
を
自
己
庸
身
の
内
に
も
つ
飼
物
（
自
己
）
一
が
、
郭
象
に
誇
い
て
ま
た
、
そ
の
存
在
と

共
に
も
つ
す
べ
で
の
腸
面
一
如
何
な
る
も
の
と
し
て
存
在
す
る
か
と
い
ふ
そ
の
存
在
の
仕
方
i
を
も
自
然
と
し
て
も
っ
と
考
へ
ら
れ
る
に

至
る
の
も
當
然
で
あ
ら
う
Q

　
　
母
物
の
正
し
い
本
質
と
は
、
そ
れ
が
自
然
で
あ
る
と
い
ふ
事
で
あ
る
。
自
然
と
は
何
ら
作
爲
左
施
さ
・
ず
に
初
め
か
ら
さ
う
あ
る
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ぬ
と
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
そ
き
が
な
ゆ
い
　
　
　
　
　
　
こ
む
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
は
い

　
ふ
事
で
あ
る
。
だ
か
ら
大
鵬
の
室
高
く
翔
け
め
ぐ
の
、
斥
鵬
の
低
き
木
叢
に
朋
ば
た
き
、
椿
木
の
長
き
齢
を
窺
ね
、
朝
事
の
朝
の
命
に

　
夕
を
知
ら
ぬ
の
も
、
そ
れ
ら
は
皆
そ
れ
ぞ
れ
に
自
然
な
の
で
あ
っ
て
、
さ
う
あ
る
燈
花
意
志
し
て
さ
う
あ
る
課
で
は
な
い
。
意
志
を
超

え
、
作
築
鼠
毛
み
る
・
と
、
そ
れ
整
・
そ
・
墾
忘
物
の
芒
い
査
と
黒
の
で
あ
る
。
（
農
遊
）

　
謡
物
の
在
の
方
i
読
物
が
そ
の
存
在
と
共
に
も
つ
す
べ
て
の
勝
性
一
二
は
大
き
く
或
は
小
さ
く
、
或
は
長
く
或
は
短
く
、
或
は
高
く
或

　
　
　
　
　
　
ま
る
　
　
　
　
　
　
し
か
く

は
低
く
、
或
は
園
く
或
は
方
な
等
等
一
は
、
そ
の
個
物
の
存
在
そ
の
も
の
が
発
く
の
自
然
と
し
て
始
ま
る
如
く
や
は
の
一
つ
の
自
然
で
あ
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つ
て
、
然
る
駈
以
左
知
ら
す
し
て
然
る
も
の
i
何
故
か
と
問
ふ
察
の
出
來
ぬ
、
そ
し
て
爲
さ
す
し
て
自
ら
然
る
一
そ
の
も
の
の
意
志
と
選

揮
を
超
え
た
一
つ
の
絶
封
で
あ
る
。
入
間
も
ま
完
そ
の
例
外
で
は
あ
の
得
な
い
。
破
が
賢
で
あ
る
か
愚
で
あ
る
か
、
美
で
あ
る
か
醜
で
あ

る
か
、
諄
で
あ
る
か
天
で
あ
る
か
、
す
べ
て
人
和
の
容
貌
・
性
質
・
才
能
等
一
切
の
「
性
」
は
、
然
る
所
以
左
知
ら
す
し
て
然
る
も
の

一
自
然
－
で
あ
っ
て
、
人
闇
の
力
で
は
ど
う
す
る
審
も
出
來
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
人
闇
の
力
で
は
ど
う
す
る
察
も
出
聾
す
、
此
を

以
義
に
代
へ
る
輩
出
來
ぬ
も
の
悲
志
と
選
録
整
て
る
る
と
い
ふ
意
味
で
は
そ
れ
昊
で
曽
命
で
あ
る
（
人
三
所
熱
奈
何
、
天
罰
、
命
也
。
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
ち
ま
へ

　
　
す
べ
て
存
在
す
る
も
の
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
性
分
が
あ
る
。
だ
か
ら
知
立
あ
る
者
と
し
て
生
れ
て
來
た
も
の
は
知
慧
あ
る
が
ま
ま

　
　
　
　
い
の
ち

　
に
そ
の
命
絡
る
日
左
待
ち
、
愚
か
な
る
者
と
し
て
生
れ
て
來
た
も
の
は
死
に
至
る
ま
で
そ
の
愚
を
抱
き
つ
づ
け
る
。
何
も
の
と
難
も
そ

窪
分
を
蓄
で
（
後
天
的
な
努
力
に
よ
っ
て
）
改
め
易
へ
象
の
出
來
る
も
窪
秩
の
で
あ
る
。
（
禰
論
）

　
人
闇
は
自
己
が
如
何
に
慰
か
で
あ
ら
う
と
醜
く
あ
ら
う
と
、
そ
の
愚
と
醜
は
自
己
自
身
に
と
っ
て
は
か
け
が
へ
の
な
い
も
の
一
一
つ
の

絶
勤
的
な
そ
れ
故
に
運
命
的
な
も
の
で
あ
る
。
入
間
は
た
だ
そ
の
運
命
左
自
己
の
蓮
命
と
し
て
愛
す
る
時
に
の
み
眞
の
自
己
で
あ
り
得

る
。
そ
こ
で
は
自
己
を
嫌
悪
し
呪
製
す
る
事
も
他
人
を
羨
望
し
嫉
締
す
る
事
も
あ
り
得
な
い
で
あ
ら
う
。
そ
こ
で
は
呪
咀
と
羨
望
の
代
り

に
源
か
な
自
己
の
肯
定
と
明
る
い
生
の
撒
喜
が
あ
る
。
郭
象
は
そ
の
自
己
肯
定
と
生
の
敷
喜
を
「
自
得
」
と
よ
ぶ
。
そ
し
て
自
得
と
は
彼

が
荘
子
の
中
に
見
出
し
た
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
輻
膏
で
あ
っ
た
。

　
　
一
華
、
蕪
子
の
本
意
は
、
と
ら
は
れ
な
き
泄
遙
の
遊
び
、
　
一
切
の
人
聞
的
な
作
爲
を
放
下
し
た
自
得
を
説
く
こ
と
に
在
る
。
だ
か
ら

　
こ
そ
破
は
小
と
大
と
の
究
極
の
意
味
を
明
か
に
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
性
分
を
も
つ
す
べ
て
の
個
物
の
滞
ち
足
り
た
撒
び
の
生
活
を
明
か

に
す
る
の
で
あ
る
。
（
池
瀧
遊
篇
注
）

　
　
一
禮
、
大
と
か
小
と
か
い
ふ
の
は
如
何
な
る
こ
と
で
あ
ら
う
か
。
大
き
い
も
の
は
大
量
い
と
い
ふ
禦
を
自
已
の
か
け
が
へ
の
な
い
本

　
性
と
し
て
大
き
い
の
で
あ
る
か
ら
、
極
小
な
る
も
の
も
極
大
な
る
も
の
を
羨
む
必
要
は
な
く
、
小
さ
い
も
の
は
小
さ
い
と
い
ふ
事
を
自

　
已
の
か
け
が
へ
の
な
い
本
性
と
し
て
小
さ
い
の
で
あ
る
か
ら
、
極
大
な
る
も
の
も
極
小
な
る
も
の
に
ま
さ
っ
て
は
み
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
蝋
型
象
の
沖
批
｝
十
縣
…
親
弾
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
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哲
學
斜
寵
　
第
四
斑
二
十
潤
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八

　
す
べ
て
萬
物
は
そ
れ
ぞ
れ
自
己
の
本
性
に
極
限
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
モ
の
極
限
を
明
か
に
す
れ
ば
自
己
の
本
性
に
安
ん
ず
る
審
が

　
出
譲
る
。
趙
》
・
造
と
い
ふ
の
は
、
習
物
が
自
己
の
本
性
に
し
た
が
っ
て
滞
ち
足
り
距
境
地
i
自
得
の
場
一
に
遊
ぶ
纂
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

晋
得
と
い
き
き
そ
輩
霧
髪
響
な
の
で
あ
る
。
（
秋
水
篇
注
）

　
郭
象
は
自
得
の
中
に
人
聞
の
不
和
な
生
活
と
安
ら
か
な
自
己
と
を
見
出
す
、
そ
こ
で
は
す
べ
て
の
自
己
は
そ
れ
ぞ
れ
の
自
己
に
と
っ
て

絶
封
で
あ
の
、
他
の
自
己
を
互
に
手
段
と
す
る
事
も
手
段
と
さ
れ
る
事
も
な
い
（
非
禰
受
認
也
）
。
具
な
る
も
の
は
大
な
る
も
の
の
夜
め

に
あ
る
の
で
は
な
く
、
醜
き
も
の
は
美
し
き
も
の
の
た
め
に
、
愚
か
な
る
も
の
は
賢
な
る
も
の
の
海
め
に
あ
る
の
で
も
な
い
。
小
さ
な
も

の
に
と
っ
て
は
小
さ
い
こ
と
が
、
醜
い
も
の
に
と
っ
て
は
醜
い
こ
と
が
、
愚
か
な
も
の
に
と
っ
て
は
愚
か
な
る
こ
と
が
自
己
の
す
べ
て
な

の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
灘
ち
足
り
た
自
己
に
他
左
羨
む
事
が
な
い
。
仙
を
羨
む
こ
と
が
な
い
か
ら
自
己
を
悲
し
み
嘆
く
こ
と
も
他
を
傷
け

他
と
事
ふ
こ
と
も
な
い
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
入
は
自
己
の
す
べ
て
を
そ
の
ま
ま
背
怪
し
、
そ
れ
を
自
己
の
蓮
命
と
し
て
愛
す
る
と
共
に
、

他
人
の
す
べ
て
を
許
し
、
他
人
の
運
命
を
も
亦
い
た
は
る
で
あ
ら
う
。
そ
こ
で
は
人
跡
受
苦
の
す
べ
て
の
捻
出
と
闘
争
、
凌
辱
と
殺
磯
は

静
か
な
安
定
と
調
和
の
中
に
経
黒
し
、
人
聞
の
あ
ら
ゆ
る
恐
怖
と
瓜
蝿
、
職
懐
と
絶
望
は
明
か
る
い
生
の
肯
定
の
中
に
満
ち
足
り
た
歎
喜

と
し
て
安
ら
ぐ
で
あ
ら
う
。
郭
象
は
荘
子
の
遣
遙
遊
を
こ
の
様
な
自
得
の
三
筆
と
し
て
把
握
す
る
。
そ
し
て
蕪
子
の
遣
遙
遊
を
自
得
の
哲

學
と
し
て
把
握
す
る
彼
は
、
更
に
こ
の
自
得
の
論
理
的
根
擦
と
し
て
蕪
子
の
齊
物
論
…
種
物
の
齊
同
i
を
解
燃
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
つ
ほ
り

　
　
蕪
子
の
い
は
ゆ
る
「
癖
」
と
は
ど
う
し
て
萬
物
の
形
欣
を
善
し
く
し
、
規
矩
を
統
一
す
る
と
い
ふ
意
味
で
あ
ら
う
か
。
　
莚
は
横
に
、

　
は
し
ら

　
檀
は
縦
に
、
疵
は
醜
く
、
西
施
は
美
し
い
が
、
そ
の
縦
横
と
美
醜
と
、
縦
な
る
も
の
は
縦
な
る
ま
ま
に
、
聖
な
る
も
の
は
横
な
る
ま
ま

　
に
、
美
し
き
も
の
は
美
し
き
ま
ま
に
、
醜
き
も
の
は
醜
き
ま
ま
に
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
然
る
所
を
望
診
と
し
、
可
な
る
所
を
可
と
し
て
ゆ

　
け
ば
、
形
歌
は
如
何
に
異
っ
て
み
よ
う
と
も
、
性
を
得
る
と
い
ふ
黙
で
は
同
じ
で
あ
る
。
蕪
子
の
「
齊
」
と
は
こ
の
様
に
す
べ
て
の
物

が
そ
れ
ぞ
れ
握
毒
る
と
い
ふ
妻
9
C
あ
る
。
だ
か
ら
「
擾
通
じ
ノ
し
憂
り
。
」
雲
拉
し
み
る
の
で
あ
る
。
（
齊
物
論
篇
注
）

　
　
垂
物
は
一
つ
と
し
て
形
の
同
じ
い
も
の
は
な
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
得
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
得
し
て
い
る
と
い
ふ
黙
で
は
同
じ
い
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の
で
あ
る
。
も
し
萬
物
が
そ
れ
ぞ
れ
自
暴
の
自
然
を
南
面
と
し
、
自
己
の
す
べ
て
に
安
ん
ず
る
な
ら
ば
、
天
地
の
無
窮
も
自
己
の
一
瞬

　
と
同
じ
で
あ
り
、
萬
物
の
多
も
自
己
の
一
と
掩
し
い
で
わ
ら
う
。
自
得
に
お
い
て
は
自
己
と
他
、
有
限
と
無
限
が
一
つ
な
の
で
あ
る
。

（
鶴
論
）

　
一
す
べ
て
存
在
す
る
も
の
は
、
そ
の
存
在
の
仕
方
一
形
と
性
と
才
－
に
お
い
て
酢
酸
却
而
で
あ
る
。
人
は
そ
の
過
様
萬
態
の
形
・
性
・
才
を

或
は
大
と
よ
び
或
は
小
と
よ
ぴ
、
或
は
美
と
名
づ
け
或
は
醜
と
名
づ
け
る
。
然
し
す
べ
て
の
個
物
は
そ
の
存
在
そ
の
も
の
が
、
そ
し
て
ま

元
そ
の
存
在
と
共
に
も
つ
す
べ
て
の
も
の
が
、
何
故
か
と
問
ふ
こ
と
の
出
來
ぬ
「
自
然
」
で
あ
る
こ
と
、
認
識
と
債
値
霊
峰
を
超
え
た
一

つ
の
絶
封
で
あ
る
と
い
ふ
黙
で
は
皆
摺
し
い
の
で
あ
る
。
す
べ
て
存
在
す
る
も
の
は
、
た
と
ひ
そ
れ
が
如
何
に
愚
か
で
あ
り
、
醜
く
あ
り
、

無
益
値
と
さ
れ
よ
う
と
も
、
そ
れ
自
身
に
存
在
す
る
だ
け
の
絶
封
的
な
理
由
と
根
蝶
を
も
つ
て
存
在
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
一
切

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
み
　
　
か
さ

京
物
が
そ
れ
ぞ
れ
絶
食
的
な
存
在
理
由
と
面
素
を
も
つ
て
存
在
し
て
み
る
と
い
ふ
黙
で
は
、
厳
物
は
み
な
同
じ
い
の
で
あ
る
。
膿
と
癒
に

ゆ
が
み
両
遮
れ
た
．
癩
病
患
港
の
醜
さ
も
、
そ
の
一
幅
一
笑
が
男
の
心
を
狂
は
せ
る
西
　
施
の
美
貌
も
こ
の
意
味
で
は
虚
し
い
の
で
あ
り
、
青
室

高
く
聾
え
る
泰
山
の
大
き
さ
も
、
秋
の
動
物
の
敵
す
ち
の
小
さ
詳
、
｝
も
、
こ
の
意
味
で
は
同
じ
い
の
で
あ
る
。
美
も
醜
も
、
大
も
小
も
、
す
べ

て
入
聞
が
心
で
分
ち
、
霜
葉
で
と
ら
へ
る
一
切
の
も
の
は
要
す
る
に
相
封
約
で
あ
診
、
額
封
的
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
は
究
極
的
な
も
の
で

は
あ
り
得
な
い
。
究
極
的
な
も
の
…
眞
一
と
は
、
そ
の
相
封
の
根
源
に
概
念
的
な
把
握
を
超
え
て
あ
る
「
一
」
で
あ
る
。
儲
物
は
そ
の
究

極
に
お
い
て
一
つ
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
差
別
と
…
膳
立
が
な
い
。
入
は
こ
の
差
別
と
面
立
の
根
源
と
し
て
の
「
一
」
に
立
つ
時
、
自
己

の
愚
か
さ
を
嘆
く
こ
と
も
自
己
の
醜
さ
を
悲
し
む
こ
と
も
な
い
で
あ
ら
う
。
他
左
羨
み
己
れ
を
呪
ふ
こ
と
も
、
己
れ
を
鈴
り
他
を
侮
る
こ

と
も
な
い
で
あ
ら
う
。
か
く
て
畑
物
は
自
己
存
在
の
「
自
然
」
に
刮
目
す
る
事
に
よ
っ
て
一
切
存
在
の
齊
陶
性
を
悟
り
、
一
切
存
在
の
踏

同
性
を
悟
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
得
の
邉
遙
遊
を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
票
が
出
來
る
。
郭
象
に
溶
い
て
荘
子
の
萬
物
齊
同
は
自
得
の
論
理
的

根
披
と
し
て
把
握
さ
れ
解
鷹
さ
れ
て
る
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
自
己
存
在
の
始
ま
の
（
生
）
と
、
自
己
が
存
在
に
お
い
て
も
つ
す
べ
で
の
も
の
（
性
）
が
自
然
と
し
て
絶
封
化
さ
れ
、
寓

　
　
　
郭
象
の
蕪
苧
解
繰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
濃
墨
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讐
學
糖
鮒
究
　
　
蕗
隅
｝
臼
叫
…
十
・
閥
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇

物
の
「
性
」
が
そ
の
差
別
と
封
立
の
恵
贈
に
お
い
て
残
し
い
と
さ
れ
る
時
、
自
己
存
在
の
織
り
（
死
）
が
ま
た
一
つ
の
自
然
と
し
て
絶
封

化
さ
れ
、
生
と
死
と
の
凝
立
が
そ
の
相
封
性
の
根
源
に
お
い
て
益
し
い
と
さ
勉
る
の
も
、
そ
の
論
理
的
必
然
で
あ
ら
う
。

　
　
生
と
死
と
は
立
直
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
生
者
か
ら
云
へ
ば
生
き
て
み
る
壌
が
生
で
あ
る
が
、
死
者
か
ら
云
へ
ば
生
き
る
報
は
死
で

　
あ
ら
う
。
ま
た
生
者
に
と
っ
て
は
死
ぬ
事
が
死
で
あ
る
が
、
死
者
に
と
っ
て
ぽ
死
ん
で
み
る
纂
が
生
で
あ
ら
う
。
だ
と
す
る
と
生
と
い

　
ひ
死
と
い
ふ
も
、
そ
れ
は
全
く
相
封
的
な
も
の
で
、
相
馬
的
な
も
の
で
あ
る
限
り
、
生
も
生
で
な
く
死
も
死
で
な
い
と
云
へ
る
。
生
と
死

と
欝
暑
て
る
る
が
、
そ
れ
は
；
な
の
で
あ
・
。
（
齊
物
論
篇
注
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
と
り

　
　
一
切
の
虞
理
を
極
め
つ
く
し
た
妙
心
の
境
地
で
は
萬
物
は
み
な
一
つ
と
な
る
。
萬
物
が
み
な
一
つ
で
あ
れ
ば
、
死
せ
る
我
も
生
け
る

我
も
み
長
じ
我
で
あ
る
。
だ
か
ら
生
き
て
は
そ
の
時
論
き
、
死
し
巌
そ
の
死
に
繁
。
生
嚢
の
聚
（
糠
）
で
あ
り
、
死
は
我

霰
（
分
数
歌
境
）
で
あ
る
。
聚
と
警
霜
異
は
あ
る
が
、
そ
の
何
駐
も
我
と
し
轟
け
ば
、
生
も
発
我
で
蕾
、
死
も
ま
嚢
で
あ

ら
・
。
そ
庭
は
初
め
か
ら
得
も
な
け
れ
ば
喪
も
な
い
。
（
騰
符
）

　
生
と
死
と
は
相
量
的
な
概
念
で
あ
る
。
こ
の
粗
玉
性
の
根
源
に
は
蟻
封
と
し
て
の
「
一
」
が
あ
る
。
煎
物
は
永
劫
の
時
の
流
れ
に
友
だ

自
然
と
し
て
生
れ
、
た
だ
自
然
と
し
て
死
ぬ
る
Q
自
已
の
生
、
が
一
つ
の
自
然
で
あ
る
様
に
、
死
も
ま
た
一
つ
の
自
然
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て

生
と
死
と
が
い
つ
れ
も
自
然
で
あ
る
と
い
ふ
黙
で
は
、
生
と
死
と
は
寂
し
い
の
で
あ
り
、
生
と
死
と
が
い
つ
れ
も
相
封
的
な
概
念
で
あ
る

と
い
ふ
黙
で
は
、
生
も
な
く
死
も
な
い
の
で
あ
る
。
人
は
生
を
死
と
分
ち
死
を
生
と
馬
立
さ
せ
る
が
、
そ
れ
は
生
に
ご
だ
は
り
死
を
悪
む

（
係
生
面
死
）
好
悪
愛
櫓
の
妄
執
で
あ
っ
て
、
生
と
死
が
本
金
一
つ
で
あ
る
慕
を
悟
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
生
と
死
は
本
來
一
つ
な
の
で

あ
る
。
そ
し
て
生
と
死
が
一
つ
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
　
一
瞬
も
ま
た
永
長
で
あ
り
、
永
遠
も
ま
た
一
瞬
で
あ
ら
う
。
そ
こ
で
は
牛
宿
は
墾
化

し
な
が
ら
憂
化
す
る
審
が
な
い
。
そ
こ
で
は
生
じ
る
と
い
ふ
審
も
何
か
左
得
る
事
で
は
な
く
、
死
ぬ
る
と
い
ふ
慕
も
何
か
を
喪
ふ
謝
で
は

な
い
。
人
間
は
こ
の
一
切
の
時
聞
を
包
み
、
～
甥
の
攣
化
に
わ
た
る
「
こ
の
中
に
何
故
か
と
聞
ふ
纂
の
出
來
ぬ
自
然
と
し
て
生
れ
、
然

る
所
以
を
知
ら
な
い
自
然
と
し
て
死
ん
で
ゆ
く
。
人
間
は
た
だ
そ
の
自
然
と
し
て
の
「
生
し
左
自
己
と
し
、
自
然
と
し
て
の
「
死
」
を
自



　
　
己
と
す
る
寓
に
曳
い
て
の
み
有
限
と
無
限
の
勤
立
を
超
え
、
生
と
死
の
縫
化
の
根
源
に
お
い
て
「
時
」
と
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
　
「
生
時

　
　
至
藁
し
み
・
死
時
は
死
を
亡
し
む
。
死
と
生
と
磐
と
讐
・
雲
量
士
爵
毒
る
竺
な
の
。
」
（
鞍
壷
）
1
嚢
雷
得

　
　
は
一
切
の
差
別
を
自
己
の
自
然
に
お
い
て
超
克
す
る
と
共
に
、
一
切
の
回
生
を
も
ま
ゆ
．
κ
自
己
の
自
然
と
し
て
溜
訂
す
る
の
で
あ
る
。
郭
象

　
　
に
お
い
て
自
得
の
論
理
的
楓
櫨
と
し
て
の
「
一
」
i
齊
同
一
は
一
切
の
室
間
（
差
別
）
を
包
み
越
え
る
と
共
に
、
　
一
切
の
時
闘
（
憂
化
）

　
　
髪
包
み
越
え
る
の
で
あ
る
。
人
は
こ
の
「
一
」
に
立
つ
時
、
自
已
と
時
と
の
乖
離
、
自
已
と
他
と
の
謝
立
を
超
克
す
る
事
が
出
來
る
で
あ

　
　
ら
う
。
薫
物
（
す
べ
て
の
自
已
）
は
そ
れ
ぞ
れ
満
ち
足
り
た
自
己
に
安
定
と
調
和
を
樂
し
み
、
生
と
死
と
の
相
剋
は
悲
し
み
と
灯
れ
を
超

　
　
え
て
灘
か
な
獄
び
と
し
て
安
ら
ぐ
で
あ
ら
う
。
郭
象
は
そ
れ
を
自
得
と
よ
ぶ
。
そ
し
て
自
得
と
は
彼
に
お
い
て
捉
へ
ら
れ
た
老
荘
の
「
無

　
　
爲
」
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね

　
　
　
　
世
の
惑
へ
る
と
も
が
ら
は
、
荘
子
の
本
旨
を
は
き
違
へ
て
、
無
爲
と
聞
け
ば
、
何
も
せ
す
に
掌
る
事
だ
と
考
へ
る
が
、
こ
れ
は
誤
り

　
　
　
も
葉
し
い
。
（
獅
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ゑ
れ
　
　
　
　
　
　
　
ウ

　
　
　
　
無
謬
と
は
手
を
潔
い
て
何
も
し
な
い
と
い
ふ
意
味
で
は
決
し
で
な
く
、
す
べ
て
の
物
が
そ
れ
ぞ
れ
に
自
己
の
自
然
に
從
つ
で
ゆ
く
と

　
　
　
い
ふ
意
味
で
あ
る
。
す
べ
て
の
物
が
そ
れ
ぞ
れ
に
自
己
の
自
然
に
從
っ
て
ゆ
く
所
、
㎝
切
萬
物
の
性
命
は
、
は
じ
め
て
安
か
と
な
る
で

　
　
　
あ
ら
・
。
（
在
宥
篇
注
）

　
　
　
法
難
は
彼
の
當
時
に
見
ら
れ
る
老
荘
の
無
上
の
誤
っ
た
解
繹
一
そ
の
反
文
化
的
・
反
人
間
的
・
反
祉
會
的
傾
向
に
怪
し
く
反
封
ず
る
。

　
　
彼
に
と
っ
て
老
荘
の
無
理
は
退
嬰
と
逃
避
と
固
晒
と
稠
善
の
同
義
語
で
は
な
く
て
、
希
豊
と
撒
喜
、
安
定
と
調
和
の
輻
普
で
あ
っ
た
。
彼

　
　
に
と
っ
て
老
薙
の
無
爲
と
は
、
入
間
を
放
棄
し
、
人
聞
の
就
禽
左
否
定
す
る
事
で
は
な
く
て
、
人
聞
の
生
活
の
ゆ
る
ぎ
な
き
確
信
と
人
聞

　
　
の
就
會
の
究
尭
的
な
早
和
を
も
た
ら
す
畳
醍
と
解
放
の
原
理
で
あ
っ
た
。
彼
は
そ
の
畳
醒
と
解
放
の
原
理
と
し
て
の
老
蕪
の
無
筆
を
「
自

　
　
得
」
と
し
て
把
握
す
る
の
で
あ
る
。
自
得
と
は
此
を
拒
み
背
黒
却
け
る
否
定
の
原
理
で
は
な
く
て
、
此
を
う
べ
な
ひ
彼
左
受
け
入
れ
る
一

　
　
燐
肯
定
の
原
理
で
あ
っ
た
。
尊
墨
に
お
い
て
無
爲
と
は
何
も
し
な
い
窪
で
は
な
く
て
一
切
を
肯
定
す
る
禦
で
あ
の
、
自
己
の
す
べ
て
を
自

㎜
　
　
　
　
　
　
郭
象
の
蕪
叫
す
解
灘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一



　
　
　
　
　
　
騨
囲
磐
卿
繰
究
　
　
餓
四
四
慣
碍
一
一
素
－
四
　
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
轟
ハ
ニ

鱒1
　
　
已
の
自
然
と
し
て
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
て
ゆ
く
態
度
で
あ
っ
元
。
そ
し
で
こ
こ
に
我
々
は
郭
象
の
無
爲
の
新
し
い
野
風
の
立
場
を
理
解
す

　
　
る
審
が
禺
葬
る
で
あ
ら
う
。
郭
象
は
老
飛
の
無
の
解
繹
に
猫
自
な
立
場
を
示
し
た
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
の
心
身
の
卑
湿
に
厳
い
て
も
稠
自

　
　
な
立
場
を
確
保
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
未
完
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
　
大
阪
府
立
北
野
高
等
學
校
数
論
）
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