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C
O
L
U
M
N
	

　「
渾
沌
」
変
容
考

一　
『
荘
子
』
の
「
渾
沌
寓
話
」
か
ら

　

現
在
、「
渾こ

ん

沌と
ん

（
混
沌
）」
は
「
無
秩
序
」
を
意
味
し
、
日
常
的
に
広
く
使
わ
れ
て
い
る
語
句
の
一
つ
で
す
。「
渾
沌
」
は
定
形
を
持

た
な
い
も
の
と
捉
え
ら
れ
ま
す
が
、
漢
籍
で
は
次
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
イ
メ
ー
ジ
で
登
場
し
て
い
ま
す
。

㈠
「
渾
沌
未
分
（
カ
オ
ス
）
像
」（『
三さ

ん

五ご

歴れ
き

記き

』・『
淮
南
子
』・『
論ろ

ん

衡こ
う

』）

㈡
「
凶
悪
神
格
（
デ
ー
モ
ン
）
像
」（『
書し

よ

経き
よ
う』・『

史
記
』・『
神し

ん

異い

経き
よ
う』）

㈢
「
餛
飩
点
心
（
ワ
ン
タ
ン
）
像
」（『
資し

暇か

集し
ゆ
う』・『

北ほ
く

戸こ

録ろ
く

』・『
春

し
ゆ
ん

秋
じ
ゆ
う

演え
ん

繁は
ん

露ろ

』）

㈣
「
天
真
無
垢
（
イ
ノ
セ
ン
ス
）
像
」（『
荘
子
』）

　

以
上
の
う
ち
、
こ
こ
で
は
定
番
教
材
で
あ
る
『
荘
子
』「
応
帝
王
編
」
の
「
渾
沌
寓
話
」（「
天
真
無
垢
像
」）
を
取
り
あ
げ
て
考
察
し

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

南
海
之
帝
ヲ
為
シ
レ
儵し

ゅ
くト

、
北
海
之
帝
ヲ
為
シ
レ
忽こ

つ
ト
、
中
央
之
帝
ヲ
為
ス
二　

渾
沌
ト
一
。
儵
ト
与と
レ
忽
、
時
ニ
相あ

ひ

与と
も

ニ
遇
フ
二
於
渾
沌
之
地
ニ
一
。

渾
沌
待
ス
ル
コ
ト
レ
之
ヲ
甚

は
な
はダ

善
シ
。
儵
ト
与
ハ
レ
忽
謀は

か
リ
テ
レ
報む

く
イ
ン
コ
ト
ヲ
二
渾
沌
之
徳
ニ
一
曰
ク
「
人
皆
有
リ
二
七
竅
一
、
以
テ
視
聴
食
息
ス
。
此
レ
独

リ
無
シ
レ
有
ル
コ
ト
。
嘗こ

こ

試ろ
ミ
ニ
鑿う

が
タ
ン
ト
レ
之
ヲ
。」
日
ニ
鑿
チ
二
一
竅
ヲ
一
、七
日
ニ
シ
テ
而
渾
沌
死
ス
。
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南
海
の
帝
「
儵し

ゆ
く

」
と
北
海
の
帝
「
忽こ

つ

」
が
中
央
の
帝
「
渾
沌
」
の
地
で
面
会
し
た
際
に
、
儵
と
忽
は
渾
沌
へ
の
謝
礼
の
た
め
に
「
人

に
は
皆
七
つ
の
穴
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
活
が
可
能
な
の
に
渾
沌
に
は
穴
が
な
い
。
試
し
に
一
つ
穴
を
開
け
て
や
ろ
う
で
は
な
い

か
」
と
相
談
し
、
一
日
に
一
つ
ず
つ
の
穴
を
開
け
て
い
る
う
ち
に
渾
沌
が
死
ん
で
し
ま
い
ま
す
。「
儵
」、「
忽
」
と
も
に
「
た
ち
ま
ち
」

の
意
と
な
る
の
に
対
し
、「
渾
沌
」
は
「
万
物
が
未
だ
形
成
さ
れ
て
お
ら
ず
、
陰
陽
の
気
が
ま
だ
分
か
れ
て
い
な
い
状
態
」
を
表
し
ま

す
。
つ
ま
り
、
自
然
状
態
の
も
の
に
無
理
に
人
知
が
入
り
込
ん
で
文
明
化
さ
せ
る
問
題
が
主
題
と
な
り
ま
す
。
一
般
に
人
は
目
、
耳
、
鼻
、

舌
な
ど
の
五
官
に
よ
り
外
界
の
刺
激
を
吸
収
す
る
も
の
で
す
が
、
こ
う
し
た
刺
激
は
人
の
本
性
を
疲
れ
さ
せ
る
も
の
に
も
な
り
か
ね
ま

せ
ん
。
結
果
的
に
は
情
報
過
多
に
よ
り
個
人
の
本
質
を
損
な
う
と
解
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

荘
子
は
「
知
」
の
あ
り
方
そ
の
も
の
に
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
ま
す
。「
知
は
待
つ
所
有
り
て
然し

か

る
後
に
当
た
る
」（「
大
宗
師
編
」）、「
知

な
る
も
の
は
争
の
器
な
り
」（「
人
間
世
編
」）、「
聖
人
は
謀は

か

ら
ず
。
悪い

づ

く
ん
ぞ
知
を
用
い
ん
や
」（「
徳
充
符
編
」）
な
ど
、
知
の
限
界
が
繰

り
返
し
語
ら
れ
て
い
ま
す
。『
荘
子
』「
天
地
編
」
で
は
老
荘
思
想
を
指
し
て
「
渾
沌
氏
の
術
」
と
も
称
さ
れ
る
た
め
、「
渾
沌
」
が
当

該
思
想
の
中
で
も
中
核
を
な
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
い
知
れ
ま
す
。

　

老
荘
思
想
が
最
も
流
行
し
た
の
は
晋
代
に
入
っ
て
か
ら
と
言
わ
れ
ま
す
。「
竹
林
の
七
賢
」
に
も
数
え
ら
れ
る
阮げ

ん

籍せ
き

が
『
達た

つ

荘そ
う

論ろ
ん

』

を
著
し
て
「
無
為
の
貴
」
を
説
い
た
こ
と
が
『
晋し

ん

書じ
よ

』
巻
四
十
九
に
見
え
ま
す
し
、陶と

う

淵え
ん

明め
い

の
「
飲
酒
」
や
劉

り
ゆ
う

伶れ
い

の
「
酒
徳
頌
」
も
『
荘

子
』
の
影
響
が
色
濃
い
こ
と
が
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

二　

和
書
に
お
け
る
「
渾
沌
寓
話
」
の
受
容

　
『
荘
子
』
は
そ
の
書
物
伝
来
と
と
も
に
西
晋
の
郭か

く

象し
よ
うに

よ
る
『
郭か

く

註
ち
ゆ
う

荘そ
う

子じ

』
が
広
く
読
ま
れ
て
き
ま
し
た
。
室
町
時
代
の
五
山
僧
の

間
で
は
宋
代
の
林り

ん

希き

逸い
つ

『
荘そ

う

子じ

鬳け
い

斎さ
い

口こ
う

義ぎ

』
が
好
ま
れ
ま
す
が
、
江
戸
中
期
の
儒
者
荻お

生
ぎ
ゆ
う

徂そ

徠ら
い

は
林
注
を
批
判
し
て
郭
注
を
見
直
し
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ま
し
た
。「
渾
沌
寓
話
」
に
お
け
る
「
天
真
無
垢
（
イ
ノ
セ
ン
ス
）
像
」
は
概
し
て
儒
家
に
も
肯
定
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
様
子
が
見
受

け
ら
れ
ま
す
。
近
世
儒
家
の
祖
に
し
て
林

は
や
し

羅ら

山ざ
ん

の
師
に
当
た
る
藤ふ

じ

原わ
ら

惺せ
い

窩か

は
、
豊
臣
秀
吉
の
御
側
衆
大お

お

村む
ら

由ゆ
う

己こ

（
梅
庵
）
と
の
や
り
取

り
の
中
で
、
漢
詩
文
に
お
い
て
「
混
沌
説
」
を
説
き
な
が
ら
そ
の
自
然
性
を
強
調
し
て
い
ま
す
（
以
下
、
訓
点
は
筆
者
に
よ
る
）。

蒙ま
う

荘さ
う

之
言
ニ

云
ク
、「
日
ニ

鑿う
が

チ
二

一
竅
ヲ
一
、七
日
ニ
シ
テ

混
沌
死
ス
ト
。」
於
イ
テ
モ
レ

詩
ニ

亦ま

タ

如ご
と

キ
レ

斯か
く

ノ

耶
。
意
也
体
也
、
于お

イ
テ
二

首
尾
ニ
一
、

于
イ
テ
二
胸
腰
ニ
一
、
斧ふ

二―
鑿さ

く
シ
テ
之
ニ
一
、
不
ル
レ
至
ラ
二
死
句
ニ
一
者
ハ
未
ダ
レ
有
ラ
レ
之
。
活
句
乎
、
活
句
乎
。
養
フ
二
混
沌
之
徳
ヲ
一
者
ハ
非
ズ
シ
テ

レ
翁
ニ
而
又
誰
ナ
ラ
ン
歟
。 

 
 

 
 

 

　
　
（『
惺
窩
先
生
文
集
』
巻
三
「
次
韻
梅
庵
由
己
幷
序
」）

　

世
間
が
詩
文
に
技
巧
を
凝
ら
す
あ
ま
り
死
句
を
生
み
出
し
て
し
ま
う
風
潮
を
批
判
的
に
捉
え
な
が
ら
梅
庵
の
活
句
を
讃
え
た
点
に

注
目
で
き
ま
す
。
こ
う
し
た
自
然
性
を
重
視
す
る
姿
勢
は
そ
の
後
も
対
象
を
変
え
な
が
ら
継
承
さ
れ
ま
し
た
。
近
江
聖
人
と
称
せ
ら
れ
、

陽
明
学
を
信
奉
し
た
中な

か

江え

藤と
う

樹じ
ゆ

は
「
一ひ

た
す
ら向

に
世せ

人じ
ん

の
誉

ほ
ま
れ

を
も
と
め
て
、
徳と

く

性せ
い

の
養

や
し
な
ひを

た
ち
す
て
、
混こ

ん

沌と
ん

の
死
す
る
事
を
し
ら
さ
る
こ
と
、

恰あ
た
かも

楚そ

女じ
よ

の
寵て

う

愛あ
い

を
も
と
め
て
餓が

死し

し
た
る
に
似に

た
る
故
に
、
寓く

う

言け
ん

の
故
事
を
か
り
て
喩

た
と
へ

た
り
」（『
翁

お
き
な

問も
ん

答ど
う

』
下
巻
末
）
と
説
き
、
君
主

の
寵
愛
を
受
け
る
た
め
に
体
型
を
気
に
し
た
あ
ま
り
餓
死
に
至
っ
た
「
楚そ

女じ
よ

細さ
い

腰よ
う

」
の
故
事
を
踏
ま
え
て
、
人
々
が
流
行
を
模
倣
し
て

名
利
に
走
り
、
徳
性
を
失
っ
て
い
る
現
状
に
当
て
は
め
て
い
ま
す
。
鬼
神
な
る
不
可
思
議
な
も
の
の
存
在
に
つ
い
て
語
ら
な
か
っ
た
孔

子
で
す
が
、近
江
の
儒
者
で
早
く
に
没
し
た
富と

み

永な
が

滄そ
う

浪ろ
う

は
「
鬼
神
有
無
之
論
所
由
起
也
。
弁
論
之
甚
至
王
充
阮
瞻
之
徒
、渾
沌
全
死
（
鬼

神
有
無
の
論
由よ

り
て
起
こ
る
所
な
り
。
弁
論
の
甚
し
き
は
王わ

う

充
じ
ゅ
う

阮げ
ん

瞻せ
ん

の
徒
に
至
り
て
渾
沌
全
て
死
す
）」（『
古こ

学が
く

弁べ
ん

疑ぎ

』）
と
述
べ
、
後
漢
の
王お

う

充
じ
ゆ
う

や
西
晋
の
阮げ

ん

瞻せ
ん

の
無
鬼
論
に
よ
り
聖
人
の
教
え
に
疑
念
が
持
た
れ
た
こ
と
を
「
渾
沌
全
て
死
す
」
と
表
現
し
ま
し
た
。
ま
た
、
門
弟

四
千
人
を
数
え
た
広ひ

ろ

瀬せ

淡た
ん

窓そ
う

の
咸か

ん

宜ぎ

園え
ん

を
嗣
い
だ
弟
の
旭

き
よ
く

窓そ
う

は
和
漢
の
儒
者
観
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

畢
竟
ハ
宋
以
後
ノ
学
者
、権
卜
云
フ
義
ヲ
失
フ
テ
、学
悉
ク
死
物
ト
ナ
ル
ヨ
リ
シ
テ
、朝
廷
ノ
人
、名
ヲ
争
フ
而
已
ニ
ナ
レ
リ
。我
邦
、

忌
御
免
ハ
、
免
セ
ラ
ル
ゝ
者
、
難
有
卜
云
ハ
サ
ル
ヲ
、
礼
ト
ス
ル
位
ニ
テ
、
他
人
ヨ
リ
一
言
是
ヲ
攻
ル
モ
ノ
ナ
シ
。
此
風
大
ニ
漢
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土
ニ
勝
レ
リ
。
我
唯
、
今
後
拘
儒
ノ
混
沌
ヲ
鑿
タ
ン
コ
ト
ヲ
恐
ル
。 

 
 

　
　

  

（『
九

き
ゆ
う

桂け
い

草そ
う

堂ど
う

随ず
い

筆ひ
つ

』
巻
一
）

　

宋
代
以
降
、
中
国
で
は
儒
学
が
教
義
主
義
に
陥
っ
た
の
対
し
、
わ
が
国
で
は
本
来
特
例
で
あ
る
は
ず
の
喪
中
出
仕
（「
忌い

み

御ご

免め
ん

」）
に

も
批
判
を
受
け
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
「
渾
沌
」
的
で
純
朴
な
国
民
性
を
讃
え
て
い
ま
す
。
幕
末
期
に
水
戸
の
藩
校
彰

し
よ
う

考こ
う

館か
ん

初
代
総

教
に
就
任
し
た
青あ

お

山や
ま

延の
ぶ

于ゆ
き

は
『
文ぶ

ん

苑え
ん

遺い

談だ
ん

』
に
お
い
て
宝
暦
年
間
（
一
七
五
一
～
一
七
六
四
）
に
水
戸
藩
に
将
来
し
た
古
文
辞
学
派
の
学

者
田た

中な
か

江こ
う

南な
ん

と
結
び
つ
け
て
い
ま
す
。
こ
の
人
物
の
登
場
に
よ
っ
て
固
陋
の
旧
弊
に
陥
っ
て
い
た
藩
内
の
宋
学
が
一
変
し
た
の
で
す
が
、

そ
の
後
に
は
古
学
が
隆
盛
を
極
め
た
次
第
を
語
る
中
で
「
明
儒
の
偸
薄
（
薄
情
）」
の
風
が
人
々
に
染
み
つ
い
た
点
に
言
及
し
つ
つ
、「
至

今
不
可
去
者
亦
江
南
之
余
毒
也
。
此
豈
所
謂
七
竅
成
而
渾
沌
死
者
耶
（
今
に
至
り
て
去
る
べ
か
ら
ざ
る
者
も
亦ま

た
江
南
の
余
毒
な
り
。
此
れ
豈あ

に
所い

は
ゆ
る謂

七
竅
成
り
て
渾
沌
死
す
る
者
な
ら
ん
や
）」
と
述
べ
、純
朴
な
人
柄
の
変
化
を
嘆
き
ま
し
た
。
老
荘
思
想
に
由
来
す
る
「
渾
沌
」
で
す
が
、

上
記
の
用
例
か
ら
は
そ
の
天
然
性
に
つ
い
て
は
江
戸
時
代
の
多
く
の
儒
者
が
好
意
的
に
受
容
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

古
辞
書
類
に
は
『
日に

つ

葡ぽ

辞じ

書し
よ

』「C
onton.　

例C
onton　

m
ibun

（
渾
沌
未
分
）」、『
易え

き

林り
ん

本ぼ
ん

節せ
つ

用よ
う

集し
ゆ
う』（

慶
長
二
年
〈
一
五
九
七
〉
頃
）

「
マ□
渾マ

ロ
カ
ナ
リ沌

／
「
コ□
混
乱
―
沌
」）」、『
合ご

う

類る
い

節せ
つ

用よ
う

集し
ゆ
う』（

延
宝
八
年
〈
一
六
八
〇
〉）
巻
三
人
物
部
「
渾コ

ン

敦ト
ン　

万
人
ヲ

云
」、
人
支
部
「
コ□
混コ

ン

沌ト
ン

衣イ　

人ヱ

胞ナ

ヲ
云
」、
巻
五
禽
鳥
部
「
タ□
渾

タ
マ
ゴ
ノ
ヌ
ケ沌

池ガ
ラ

」
チ

、

コ
ン
ト
ン

巻
八
言
語
部
「
マ□
渾マ

ロ
カ
ナ
リ

沌
」、『
書し

よ

言げ
ん

字じ

考こ
う

節せ
つ

用よ
う

集し
ゆ
う』（

享
保
二
年
〈
一
七
一
七
〉）
巻

一
乾
坤
「
コ□
混
沌　

書
言
故
事
陰
陽
未
レ
分
事
苑
清
濁
未
レ
分

―
為
レ
一
也
」
な
ど
と
あ
り
、
そ
の
形
態
に
も
触
れ
て
い
ま
す
。　
　

　

三　

戯
画
化
さ
れ
た
「
渾
沌
」
像

　

近
世
俳
諧
の
分
野
に
お
い
て
「
渾
沌
」
は
ま
た
も
う
一
つ
の
顔
を
覗の

ぞ

か
せ
ま
し
た
。
俳
諧
に
お
け
る
『
荘
子
』
の
「
寓
言
説
」
は
貞

門
派
、
談
林
派
と
も
に
林
希
逸
注
に
拠よ

る
と
こ
ろ
で
す
が
、
近
世
初
頭
か
ら
俳
言
を
強
く
提
唱
し
た
松ま

つ

永な
が

貞て
い

徳と
く

門
下
の
貞
門
俳
諧
に
対

し
て
、
洒
脱
の
気
味
が
強
い
西に

し

山や
ま

宗そ
う

因い
ん

門
下
の
談
林
俳
諧
が
こ
れ
に
対
抗
し
ま
し
た
。
こ
の
火
種
が
や
が
て
両
派
の
争
い
へ
と
発
展



250

し
て
い
き
ま
す
。
延
宝
二
年
（
一
六
七
四
）
に
刊
行
さ
れ
た
談
林
派
宗
匠
宗
因
の
『
蚊か

柱
ば
し
ら
の

百ひ
や

句つ
く

』
に
対
し
、
南
都
の
去さ

る

法ほ
う

師し

な
る
人

物
が
『
渋し

ぶ

団う
ち
わ』

に
お
い
て
『
蚊
柱
百
句
』
を
批
判
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
宗
因
の
弟
子
岡お

か

西に
し

惟い

中ち
ゆ
うは

翌
三
年
（
一
六
七
五
）
に

『
俳は

い

諧か
い

蒙も
う

求ぎ
ゆ
う』

を
刊
行
し
て
貞
門
派
の
軽
口
俳
諧
に
批
判
を
加
え
ま
す
が
、
こ
こ
に
は
俳
諧
の
心
得
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

一
、
俳
諧
の
二
字　

第
一
こ
の
二
字
の
こ
ゝ
ろ
を
よ
く
会
得
せ
ざ
れ
は
、
俳
諧
に
は
な
ら
ぬ
事
な
り
。　

一
、
俳
諧
と
い
ふ
こ
ゝ
ろ　

も
ろ
こ
し
の
書
に
は
『
史
記
』『
荘
子
』
の
こ
ゝ
ろ
な
り
。

一
、『
荘
子
』
一
部
の
本
意
、
こ
れ
俳
諧
に
あ
ら
す
と
い
ふ
事
な
し
。「
逍
遙
遊
の
篇
」、
林
希
逸
か
注
に
、「
不
レ
知
是
レ
滑
稽
ノ
処

如イ

マ今
ノ
人
ノ
所
謂
ル
断
頭
ノ
話
也
」
と
あ
り
。
ま
た
そ
の
下
の
注
に
「
読
ニ
二
荘
子
ヲ
一
其
実
皆
寓
言
也
」
と
も
み
え
た
り
。

　

松
尾
芭
蕉
も
ま
た
『
笈お

い

の
小こ

文ぶ
み

』（
宝
永
四
年
〈
一
七
〇
七
〉）
の
中
で
「
百
骸
九
竅
」（『
荘
子
』「
斉
物
論
編
」）
の
語
句
を
用
い
て
自
ら

の
境
遇
を
振
り
返
り
ま
す
。
冒
頭
の
「
百
骸
九
竅
の
中
に
物
有
。
か
り
に
名
付
て
風
羅
坊
と
い
ふ
」
の
一
節
は
と
て
も
有
名
で
す
。
さ

ら
に
弟
子
の
其き

角か
く

、才さ
い

丸ま
る

、揚よ
う

水す
い

の
四
人
で
詠
み
交
わ
し
た
『
俳は

い

諧か
い

次じ

韻い
ん

』（
延
宝
九
年
〈
一
六
八
一
〉）
に
は
、当
時
の
芭
蕉
（
俳
号
は
「
桃

青
」）
の
『
荘
子
』「
駢べ

ん

拇ぼ

編
」
に
趣
向
を
借
り
た
発
句
に
対
し
て
、
宝

た
か
ら

井い

其き

角か
く

は
次
の
よ
う
な
脇
句
を
付
け
て
い
ま
す
。

鷺
の
足
雉キ

シ

脛ハ
キ

長
く
継つ

ぎ

添そ
へ

て　
　
　
　
　

桃
青

這コ
ノ

句
以
テ
二
荘
子
ヲ
一
可
シ
レ
見
ツ
矣　
　
　

其
角

　

発
句
は
長
足
の
鷺
の
余
分
を
短
足
の
雉
に
継
ぎ
足
す
こ
と
の
無
意
味
さ
を
説
き
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
物
の
特
性
を
生
か
す
よ
う

に
説
い
た
句
意
で
す
が
、
脇
句
に
お
い
て
其
角
は
前
句
の
典
拠
に
つ
い
て
漢
文
訓
読
体
で
注
釈
を
試
み
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
こ
の
句

集
に
は
芭
蕉
の
次
の
よ
う
な
句
を
見
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

渾ヌ
ヘ
ツ
ホ
ウ沌

翠ミ
ト
リに

乗
て
気
に
遊
ふ　
　

桃
青

　

目
鼻
耳
口
の
七
竅
を
持
た
な
い
「
渾
沌
」
を
「
ぬ
ぺ
つ
ぼ
う
」
と
ル
ビ
つ
き
で
詠
み
込
み
、
顔
の
な
い
も
の
と
し
て
の
形
容
と
し
て
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用
い
て
い
ま
す
。
現
在
一
般
的
に
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
と
称
さ
れ
、顔
の
な
い
妖
怪
の
代
表
と
し
て
鳥と

り

山や
ま

石せ
き

燕え
ん

『
画が

図ず

百
ひ
や
つ

鬼き

夜や

行こ
う

』（
安

永
四
年
〈
一
七
七
五
〉）
な
ど
に
も
紹
介
さ
れ
ま
す
。
こ
の
ほ
か
に
、
蕉
門
の
松ま

つ

倉く
ら

嵐ら
ん

蘭ら
ん

は
『
桃と

う

青せ
い

門も
ん

弟て
い

俳は
い

諧か
い

独ど
く

吟ぎ
ん

廿
に
じ
つ

歌か

仙せ
ん

』（
延
宝
八
年

〈
一
六
八
〇
〉）
の
中
で
次
の
句
を
詠
み
込
み
ま
し
た
。

目
や
ら
鼻
や
ら
只
ぬ
ら
り
殿

人
並
み
に
さ
れ
ど
も
食
は
参
り
け
り

　

や
は
り
耳
目
の
な
い
ぬ
ら
り
殿
（「
渾
沌
」）
で
あ
っ
て
も
ち
ゃ
っ
か
り
食
事
は
か
か
さ
な
い
愛
嬌
あ
る
様
子
が
う
か
が
え
ま
す
。
同

時
期
に
芭
蕉
の
高
弟
其
角
の
編
纂
し
た
『
虚

み
な
し

栗ぐ
り

』（
天
和
三
年
〈
一
六
八
三
〉）
は
蕉
門
以
外
に
貞
門
派
、
談
林
派
な
ど
の
作
品
も
入
集
し

て
お
り
、
蕉
風
の
確
立
に
一
役
買
っ
た
句
集
と
し
て
名
高
い
で
す
が
、
巻
下
に
「
渾
沌
」
を
詠
ん
だ
次
の
よ
う
な
句
も
見
え
ま
す
。

不
二
に
目
鼻
混コ

ン

沌ト
ン

の
王
死
シ
テ
よ
り　
　

鼓
角

　

渾
沌
の
死
に
よ
り
「
不
二
（
富
士
）」
に
ま
で
目
鼻
を
つ
け
る
と
い
っ
た
、や
は
り
「
ぬ
ぺ
つ
ぼ
う
」
的
要
素
を
強
調
す
る
句
風
に
な
っ

て
い
ま
す
。
江
戸
中
期
の
俳
人
横よ

こ

井い

也や

有ゆ
う

の
『
鶉

う
ず
ら

衣こ
ろ
も』

後
編
に
は
こ
の
「
渾
沌
」
が
顔
面
で
は
な
く
腹
部
に
見
立
て
ら
れ
る
点
に
特
色

が
あ
り
ま
す
。

人
の
支
体
に
不
用
を
論
せ
は
、
男
の
乳
は
か
り
こ
そ
い
か
な
る
益
の
あ
る
と
も
見
え
ね
と
、
今
更
こ
れ
ら
を
と
り
払
ハ
〳〵
、
腹

ハ
渾
沌
王
の
面
か
げ
し
て
、
世
に
す
げ
な
き
も
の
な
る
へ
し
。 

 
 

 
 

 
 

（「
臍
頌
」）

　

こ
こ
で
は
「
臍
不
用
」
論
か
ら
始
ま
っ
て
男
の
乳
頭
も
ま
た
意
味
を
持
た
な
い
も
の
と
し
て
取
り
去
っ
た
な
ら
ば
、腹
は
「
渾
沌
王
」

の
面
影
に
な
っ
て
愛
想
の
な
い
も
の
と
な
る
と
解
釈
を
加
え
て
い
ま
す
。明
治
二
十
九
年（
一
八
九
六
）一
月
、俳
人
正
岡
子
規
は
雑
誌『
日

本
人
』
に
次
の
文
章
を
寄
稿
し
て
い
ま
す
。

天
地
渾
沌
と
し
て
未
だ
判
れ
ざ
る
時
腹
中
に
物
あ
り
恍
た
り
惚
た
り
形
海な

ま
こ鼠

の
如
し
。
海
鼠
手
を
生
じ
足
を
生
じ
両
眼
を
微
か
に
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開
き
た
る
時
化
し
て
子
規
と
為
る
。
猶な

ほ

鷺
の
か
ひ
子
の
う
ち
に
あ
り
。
余
が
初
め
て
浮
世
の
正
月
に
逢
ひ
た
る
は
慶
応
四
年
な
れ

ば
明
治
の
新
時
代
は
将
に
旧
時
代
の
胎
内
を
出
ん
と
す
る
時
な
り
き
。
其
時
の
余
は
余
を
知
ら
ず
。
況
し
て
四
囲
の
光
景
は
露
知

ら
ざ
り
し
も
思
へ
ば
き
は
ど
き
年
を
重
ね
初
め
た
る
も
の
か
な
。  

 
 

 
   

（「
新
年
二
十
九
度
」）

　

自
ら
の
出
生
を
「
混
沌
未
分
」
の
状
況
と
し
て
、
こ
れ
が
明
治
維
新
期
に
重
な
っ
た
こ
と
に
あ
る
種
の
感
慨
を
覚
え
て
い
る
よ
う
で

す
。
彼
の
句
に
「
混
沌
を
か
り
に
名
づ
け
て
海
鼠
哉
」
が
あ
り
、「
海
鼠
」
の
姿
に
見
立
て
ま
し
た
。

　
「
渾
沌
」
が
持
つ
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
側
面
は
す
で
に
唐
宋
時
代
の
漢
詩
文
の
中
に
も
し
ば
し
ば
詠
み
込
ま
れ
ま
し
た
。
中
唐
の
韓か

ん

愈ゆ

「
南

帝
初
奮
槌　

鑿
竅
泄
混
沌
（
南
帝
初
め
て
槌つ

ち

を
奮ふ

る

ひ
、
竅あ

な

を
鑿う

が

ち
て
混
沌
を
泄も

ら

す
）」（「
嘲
鼾
睡
其
二
」）
と
鼾
声
に
合
わ
せ
て
詠
み
込
ん
だ
り
、

北
宋
の
蘇そ

軾し
よ
く「

既
鑿
渾
沌
氏　

遂
遠
華
胥
境
（
既
に
渾
沌
氏
を
鑿う

が

ち　

遂つ
ひ

に
華く

わ

胥し
よ

の
境
に
遠
ざ
か
る
）」（「
飲
酒
第
四
」）
と
飲
酒
す
る
口
に
な

ぞ
ら
え
た
り
、
同
じ
く
北
宋
の
晁

ち
よ
う

説え
つ

之し

「
描
難
渾
沌
眉　

遽
識
斉
宿
瘤
（
描
き
難
し
渾
沌
の
眉ま

ゆ　

遽
に
は
か

に
識し

る
斉せ

い

宿し
ゆ
くの

瘤こ
ぶ

）」（「
無
己
初
除
正
字

以
詩
寄
之
」）
と
ぬ
つ
ぺ
ら
し
た
顔
に
眉
を
引
い
た
り
す
る
な
ど
様
々
な
用
例
が
散
見
で
き
ま
す
。

　

ノ
ー
ベ
ル
物
理
学
賞
を
受
賞
し
た
物
理
学
者
湯ゆ

川か
わ

秀ひ
で

樹き

も
ま
た
『
荘
子
』
の
愛
読
者
と
し
て
有
名
で
あ
り
、
素
粒
子
の
研
究
の
際
に

「
渾
沌
寓
話
」
か
ら
示
唆
を
得
た
こ
と
を
述
懐
し
ま
す
。

儵
も
忽
も
素
粒
子
み
た
い
な
も
の
だ
と
考
え
て
み
る
。
そ
れ
ら
が
、
そ
れ
ぞ
れ
勝
手
に
走
っ
て
い
る
の
で
は
何
事
も
お
こ
ら
な
い

が
、
南
と
北
か
ら
や
っ
て
き
て
、
渾
沌
の
領
土
で
一
緒
に
な
っ
た
。
素
粒
子
の
衝
突
が
お
こ
っ
た
。
こ
う
考
え
る
と
、
一
種
の
二

元
論
に
な
っ
て
く
る
が
、
そ
う
す
る
と
渾
沌
と
い
う
の
は
素
粒
子
を
受
け
入
れ
る
時
間
・
空
間
の
よ
う
な
も
の
と
い
え
る
。
こ
う

い
う
解
釈
も
で
き
そ
う
で
あ
る
。  

 
 

 
 

 
 

  

（『
本
の
中
の
世
界
』）

　

漢
籍
に
お
け
る
「
渾
沌
」
は
わ
が
国
に
お
い
て
も
様
々
な
も
の
に
読
み
換
え
ら
れ
、
の
っ
ぺ
り
と
し
た
素
顔
を
見
せ
な
が
ら
現
在
ま

で
そ
の
生
命
を
保
っ
て
き
ま
し
た
。
漢
文
教
材
で
「
渾
沌
」
を
取
り
あ
げ
た
際
に
は
、
そ
の
死
に
多
く
の
生
徒
が
衝
撃
を
受
け
て
い
ま
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し
た
。
情
報
過
多
に
よ
り
本
質
を
失
う
テ
ー
マ
は
思
考
教
材
と
し
て
最
適
で
す
が
、そ
こ
ま
で
深
く
捉
え
ず
と
も
学
習
者
が
各
自
の「
渾

沌
」
像
を
表
現
す
る
授
業
も
楽
し
い
も
の
で
す
。
今
後
と
も
「
渾
沌
」
の
変
容
が
続
け
ば
、
ま
た
違
っ
た
一
面
を
見
せ
て
く
れ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。




