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は
じ
め
に

　
哲
学
と
は
何
か
と
問
う
こ
と
で
す
で
に
哲
学
し
て
い
る
、
と
い
う
お
そ
ら
く
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
流
布
し
て
い
る
こ
の
名
言

は
、
名
言
ゆ
え
に
た
し
か
に
根
源
的
な
謂
い
で
あ
る
が
、
繰
り
返
し
空
し
く
語
ら
れ
る
こ
と
で
い
ま
や
陳
腐
に
響
く
。
し
か
し
、
だ

か
ら
と
言
っ
て
、
哲
学
と
は
何
か
の
答
え
が
別
に
明
ら
か
と
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
哲
学
と
は
何
か
は
い
ま
だ
に
わ
か
ら
な
い
。

だ
が
、
哲
学
と
は
何
か
が
い
ま
以
上
に
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
時
代
が
か
つ
て
日
本
に
は
あ
っ
た
。
哲
学
な
る
も
の
が
輸
入
学

問
で
あ
る
か
ら
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
だ
と
し
て
も
、
そ
の
顛
末
が
お
も
し
ろ
い
。

　
こ
の
小
論
は
、
「
井
上
円
了
の
哲
学
」
を
解
明
す
る
こ
と
を
直
接
の
目
的
と
は
せ
ず
、
井
上
円
了
が
「
哲
学
」
な
る
も
の
を
日
本

に
普
及
・
定
着
さ
せ
よ
う
と
奮
闘
す
る
な
か
で
ど
の
よ
う
な
苦
労
を
し
た
か
、
言
い
換
え
れ
ば
、
当
時
の
日
本
人
が
「
哲
学
」
を
ど

の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
か
、
そ
れ
に
対
し
て
井
上
円
了
は
ど
の
よ
う
に
応
答
し
た
か
、
そ
し
て
円
了
が
、
彼
の
理
解
す
る
哲
学
を

通
し
て
人
び
と
に
何
を
求
め
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
井
上
円
了
ほ
ど
、
哲
学
と
は
何
か
を
語
る
と
同
時
に
哲

学
と
は
何
で
な
い
か
を
語
っ
た
ひ
と
は
ほ
か
に
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

3　井上円rの「哲学」観



【
註
】

　
井
上
円
了
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
す
べ
て
『
井
上
円
了
選
集
』
（
一
九
八
七
年
、
九
九
年
、
東
洋
大
学
）
か
ら
と
し
、
引
用
に
際
し
て
は
つ
ぎ

の
よ
う
な
略
号
を
用
い
、
こ
の
選
集
で
の
掲
載
箇
所
を
頁
数
で
記
す
。

　
　
　
　
一
夕
…
…
『
哲
学
一
夕
話
』
（
第
一
編
と
第
二
編
は
一
八
八
六
〔
明
治
一
九
〕
年
刊
、
第
三
編
は
一
八
八
七
年
刊
、
哲
学
書
院
）
、
『
井
上

　
　
　
　
　
　
　
　
円
了
選
集
』
第
一
巻
所
収

　
　
　
　
要
領
…
…
「
哲
学
要
領
』
（
前
編
一
八
八
六
年
刊
、
後
編
一
八
八
七
年
刊
、
哲
学
書
院
）
、
同
右

　
　
　
　
純
正
…
…
『
純
正
哲
学
講
義
』
（
一
八
九
一
年
刊
、
哲
学
館
）
、
同
右

　
　
　
　
一
朝
…
…
『
哲
学
一
朝
話
』
（
一
八
九
一
年
刊
、
発
行
者
井
上
円
了
、
発
売
所
哲
学
書
院
）
、
同
右

　
　
　
　
新
案
…
…
『
哲
学
新
案
』
（
一
九
〇
九
年
刊
、
弘
道
館
）
、
同
右

　
　
　
　
通
俗
…
…
『
通
俗
講
談
言
文
一
致
哲
学
早
わ
か
り
』
（
一
八
九
九
年
刊
、
開
発
社
）
、
同
第
二
巻
所
収

　
　
　
　
奮
闘
…
…
『
奮
闘
哲
学
』
（
一
九
一
七
〔
大
正
六
〕
年
刊
、
東
亜
堂
室
旦
房
）
、
同
右

　
　
　
　
妖
怪
1
…
…
『
妖
怪
学
講
義
巻
之
こ
（
再
版
一
八
九
六
年
刊
、
哲
学
館
）
、
同
第
一
六
巻
所
収

　
　
　
　
妖
怪
3
…
…
同
右
、
第
五
、
第
六
分
冊
、
同
第
一
八
巻
所
収

4

一
　
世
間
一
般
の
「
哲
学
」
理
解
を
前
に

　
「
哲
学
」
と
い
う
名
称
は
冨
ま
゜
。
o
音
ミ
冨
ま
切
名
庁
司
の
訳
語
で
あ
る
が
、
原
語
の
字
義
は
「
知
恵
を
愛
す
る
」
で
あ
る
か
ら
、
直

訳
す
れ
ば
「
愛
知
者
も
し
く
は
知
学
」
（
純
正
二
二
〇
）
と
名
づ
け
る
べ
き
で
あ
る
。
「
し
か
る
に
」
と
円
了
は
語
る
、
「
だ
れ
の
工

夫
に
出
で
た
る
や
を
つ
ま
び
ら
か
に
せ
ず
と
い
え
ど
も
、
世
間
一
般
に
哲
学
の
語
を
用
う
る
こ
と
と
な
れ
る
」
（
同
右
）
と
。
「
哲

学
」
と
い
う
訳
語
が
西
周
の
創
作
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
わ
れ
わ
れ
か
ら
す
れ
ば
、
円
了
の
こ
の
表
現
は
冷
淡
な
い
し
は
皮
肉

に
聞
こ
え
る
が
、
こ
の
講
義
が
行
わ
れ
た
一
八
九
一
〔
明
治
二
四
〕
年
ご
ろ
は
こ
の
訳
語
が
誰
に
由
来
す
る
か
必
ず
し
も
明
確
で
は

な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
一
八
六
二
年
の
堀
達
之
助
編
『
英
和
対
訳
袖
珍
辞
書
』
で
は
「
理
学
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
前
年



に
西
周
は
津
田
真
道
『
性
理
論
』
の
祓
文
で
「
希
哲
学
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
お
り
、
一
八
七
〇
年
の
『
百
学
連
環
』
で
は
「
哲

学
」
と
い
う
訳
語
に
定
着
さ
せ
て
い
る
。
一
八
七
七
年
に
開
設
さ
れ
た
東
京
大
学
の
文
学
部
に
史
学
・
哲
学
及
政
治
学
科
が
置
か

れ
、
井
上
円
了
は
そ
の
卒
業
生
で
あ
る
。
ま
た
、
一
八
八
一
年
に
は
井
上
哲
次
郎
ら
が
編
集
し
た
『
哲
学
字
彙
』
が
公
刊
さ
れ
て

い
る
か
ら
、
こ
の
時
代
に
は
「
哲
学
」
と
い
う
訳
語
が
世
間
一
般
に
定
着
し
て
い
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
江
兆

民
訳
フ
イ
エ
『
理
学
沿
革
史
』
（
一
八
八
六
年
）
の
よ
う
に
、
そ
の
後
も
「
理
学
」
と
い
う
訳
語
は
し
ば
し
ば
使
わ
れ
、
竹
越
与
三

郎
も
『
独
逸
哲
学
英
華
』
（
一
八
八
四
年
）
で
「
経
学
」
と
い
う
訳
語
の
ほ
う
が
良
い
が
慣
例
に
従
う
と
書
く
な
ど
、
「
哲
学
」
と
い

う
訳
語
に
対
す
る
不
満
は
の
ち
の
ち
ま
で
続
き
、
二
一
世
紀
の
今
日
で
も
こ
の
訳
語
が
日
本
に
哲
学
が
正
し
く
定
着
し
な
い
要
因
だ

と
す
る
意
見
が
聞
か
れ
る
。
井
上
円
了
が
「
哲
学
」
の
名
称
に
不
満
を
抱
き
、
「
今
日
に
至
り
て
そ
の
語
の
妥
当
な
ら
ざ
る
を
知
る

も
、
す
で
に
慣
用
し
き
た
り
た
る
も
の
容
易
に
変
更
す
べ
か
ら
ず
」
（
純
正
二
二
〇
）
と
言
う
の
も
無
理
か
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
。
と
、

わ
れ
わ
れ
が
や
や
同
感
的
に
思
う
以
上
に
、
当
時
は
よ
り
深
刻
な
問
題
が
あ
っ
た
。

　
哲
学
の
名
称
が
「
い
た
っ
て
新
奇
に
し
て
世
人
そ
の
意
を
探
る
に
苦
し
み
」
（
純
正
二
二
　
）
と
い
う
の
は
当
然
と
し
て
、
そ
の

た
め
に
か
え
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
を
許
し
、
つ
い
に
は
い
わ
ば
流
行
現
象
と
ま
で
な
っ
て
何
に
で
も
哲
学
の
名
称
が
付
け
ら
れ
、

「
処
世
哲
学
、
色
情
哲
学
、
変
哲
学
、
雲
助
哲
学
等
の
書
、
続
々
発
行
あ
り
し
を
見
る
。
哲
学
名
称
の
濫
用
こ
こ
に
至
り
て
極
ま
れ

り
と
い
う
べ
し
」
（
同
右
）
と
な
る
と
、
も
は
や
笑
っ
て
ば
か
り
は
い
ら
れ
な
い
。

　
一
八
九
九
〔
明
治
三
二
〕
年
に
な
っ
て
も
世
間
一
般
に
は
哲
学
と
は
何
か
が
ま
っ
た
く
理
解
さ
れ
て
い
な
い
ば
か
り
か
、
か
え
っ

て
誤
解
が
広
ま
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
井
上
円
了
が
全
国
各
地
を
歩
い
て
哲
学
に
関
す
る
講
演
を
し
た
際
、
「
哲
学
と
は
耳
慣

れ
ぬ
学
問
の
名
目
な
れ
ば
ド
ン
ナ
に
お
も
し
ろ
か
ろ
う
と
予
想
し
、
五
里
十
里
を
遠
し
と
せ
ず
し
て
来
聴
」
（
通
俗
二
六
）
す
る
人

が
い
た
り
、
「
哲
学
は
禅
学
や
仙
入
の
学
問
の
類
に
し
て
、
よ
ほ
ど
意
表
に
出
で
た
る
お
も
し
ろ
い
こ
と
を
説
い
た
も
の
で
、
奇
々
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妙
々
の
学
問
な
り
と
考
え
」
（
同
右
）
て
聞
き
に
来
る
人
が
い
た
り
、
ま
た
、
「
哲
学
者
は
あ
ら
ゆ
る
学
問
に
通
じ
、
一
切
の
こ
と
な

に
一
つ
分
か
ら
ぬ
は
ず
は
な
い
と
考
え
、
詩
文
、
歌
、
俳
譜
の
添
削
を
請
う
も
の
さ
え
あ
り
」
（
同
右
）
と
い
う
あ
り
さ
ま
で
、
い

ま
思
え
ば
滑
稽
だ
が
、
こ
う
し
た
人
び
と
の
期
待
を
一
身
に
受
け
て
円
了
が
、
哲
学
と
は
「
家
を
富
ま
し
国
を
強
く
す
る
に
は
更

に
関
係
な
く
、
世
間
の
実
用
に
最
も
遠
い
無
用
の
学
問
に
し
て
、
畢
寛
道
楽
か
物
好
き
の
学
ぶ
も
の
に
過
ぎ
ぬ
と
考
え
て
い
ま
す
」

（
同
右
）
な
ど
と
答
え
た
と
い
う
こ
と
を
知
る
と
、
笑
い
を
通
り
過
ぎ
て
も
は
や
悲
劇
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
哲
学
は
、
外
来
の

学
問
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
訳
語
の
点
で
世
間
一
般
に
い
か
に
理
解
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
が
こ
れ
で
わ
か

る
。　

と
こ
ろ
で
、
ワ
ー
プ
ロ
が
出
始
め
た
こ
ろ
に
大
学
の
哲
学
科
宛
の
手
紙
に
「
鉄
学
」
と
誤
入
力
さ
れ
た
も
の
を
散
見
し
た
が
、
そ

う
い
う
間
違
い
か
当
て
こ
す
り
は
明
治
の
こ
ろ
か
ら
あ
っ
た
よ
う
だ
。
円
了
は
、
哲
学
が
「
鍛
冶
屋
の
学
問
」
と
唱
え
ら
れ
る
事
実

が
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
「
容
易
に
噛
み
砕
き
が
で
き
ぬ
は
あ
た
か
も
鉄
の
ご
と
し
」
（
通
俗
二
七
）
と
解
説
し
て
い
る
。
し
か
も
、
こ

う
し
た
俗
説
に
あ
る
意
味
で
賛
意
を
示
し
、
そ
れ
を
「
余
は
決
し
て
不
当
と
は
思
い
ま
せ
ぬ
」
と
言
う
。
た
だ
し
、
「
哲
学
は
非
常

に
む
ず
か
し
く
て
一
通
り
の
人
知
で
は
噛
み
砕
き
の
で
き
ぬ
こ
と
あ
た
か
も
鉄
の
ご
と
し
の
意
」
で
は
な
く
、
「
そ
の
万
般
の
学
問

に
関
係
し
て
そ
の
功
用
の
大
な
る
こ
と
、
な
お
鉄
の
功
用
の
大
な
る
が
ご
と
く
」
（
通
俗
四
四
）
で
あ
る
か
ら
だ
と
い
う
と
こ
ろ
が

い
か
に
も
真
面
目
な
哲
学
者
井
上
円
了
ら
し
い
。

　
哲
学
イ
コ
ー
ル
鉄
学
と
ま
で
は
言
わ
な
い
に
し
て
も
、
哲
学
は
、
世
間
一
般
の
さ
ま
ざ
ま
な
思
い
入
れ
や
誤
解
に
と
ど
ま
ら
ず
、

知
識
人
層
で
も
さ
ま
ざ
ま
に
理
解
さ
れ
て
い
た
。
『
哲
学
一
夕
話
』
に
よ
れ
ば
、
哲
学
は
「
究
理
の
学
問
な
ワ
」
、
「
孟
の
学
の
ご
と

き
聖
賢
の
学
問
な
ら
ん
」
、
「
心
理
学
な
る
こ
と
」
、
「
仏
教
す
な
わ
ち
哲
学
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
」
、
否
、
「
知
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
」

で
あ
る
、
等
々
（
一
夕
三
三
）
。
『
哲
学
要
領
』
で
も
、
「
あ
る
い
は
原
因
結
果
の
関
係
を
究
む
る
の
学
な
り
と
い
い
、
あ
る
い
は
事

6



物
の
理
性
を
明
ら
か
に
す
る
の
学
な
り
と
い
い
、
あ
る
い
は
諸
学
を
統
合
す
る
の
学
な
り
と
い
う
」
（
要
領
八
八
）
意
見
が
あ
る
と

紹
介
さ
れ
て
い
る
。
『
純
正
哲
学
講
義
』
も
、
哲
学
が
「
賢
哲
の
学
を
義
と
し
、
孔
孟
聖
賢
の
道
徳
学
を
意
味
す
る
も
の
な
り
と
い

い
、
あ
る
い
は
哲
学
は
幽
玄
高
妙
の
学
を
総
称
す
る
語
に
し
て
、
シ
ナ
に
て
は
老
荘
の
学
、
イ
ン
ド
に
て
は
釈
迦
の
学
を
意
味
し
、

禅
門
の
空
理
、
台
家
の
妙
法
等
を
そ
の
中
に
含
有
す
る
も
の
な
り
と
い
う
」
（
純
正
二
一
二
）
と
紹
介
さ
れ
、
哲
学
の
定
義
が
学
者

に
よ
っ
て
十
人
十
色
で
あ
っ
て
、
「
原
因
結
果
の
関
係
を
究
明
す
る
学
な
り
」
と
い
う
者
も
あ
れ
ば
「
宇
宙
の
道
理
を
解
釈
す
る
学

な
り
」
と
い
う
者
、
あ
る
い
は
「
事
物
の
理
性
を
究
明
す
る
学
な
り
」
と
か
「
諸
学
中
の
学
な
り
」
「
諸
理
を
統
合
す
る
学
な
り
」

と
か
と
諸
説
が
入
り
乱
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
純
正
二
二
四
）
。

　
『
哲
学
一
夕
話
』
は
、
第
一
編
で
円
山
と
了
水
と
い
う
上
弟
子
が
、
第
二
篇
で
は
円
東
、
了
西
、
円
南
、
了
北
と
称
す
る
門
弟
が

そ
れ
ぞ
れ
諸
説
を
代
表
し
て
、
時
間
空
間
に
つ
い
て
、
物
体
と
心
性
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
神
の
本
体
に
つ
い
て
、
真
理
に
つ
い

て
、
等
々
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
る
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
『
哲
学
一
朝
話
』
で
は
宗
教
と
は
何
か
に
つ
い
て
じ
つ
に
二
五

名
も
の
学
頭
が
一
堂
に
会
し
て
哲
学
的
な
議
論
を
展
開
し
、
哲
学
同
様
、
宗
教
に
つ
い
て
も
い
か
に
諸
説
さ
ま
ざ
ま
に
世
に
存
在
す

る
か
を
表
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
諸
説
に
対
し
て
円
了
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
断
ず
る
。
「
余
が
み
る
と
こ
ろ
に
よ
る
に
、
そ
の
論
お
の
お
の
一
方
に
偏
す
る

僻
見
た
る
を
免
れ
ず
」
（
一
朝
二
六
二
）
。
弟
子
た
ち
の
意
見
を
評
し
て
、
「
な
ん
じ
ら
は
事
物
の
表
面
を
見
る
眼
あ
り
て
裏
面
を
見

る
眼
な
く
、
一
隅
を
知
る
力
あ
り
て
三
偶
を
知
る
力
な
し
。
故
を
も
っ
て
そ
の
論
お
の
お
の
偏
す
る
と
こ
ろ
あ
る
と
免
れ
ず
」
（
同

二
七
五
）
。
『
哲
学
要
領
』
は
一
種
の
西
洋
哲
学
史
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
総
括
し
、
東
洋
思
想
と
比
較
し
つ
つ
西
洋
哲
学
の
特
徴
を
こ

う
浮
き
彫
り
に
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
東
洋
は
一
国
の
思
想
こ
と
ご
と
く
一
主
義
に
雷
同
す
る
の
傾
向
あ
り
。
西
洋
は
こ
れ
に
反
し

一
思
想
起
こ
れ
ば
必
ず
他
の
思
想
の
起
こ
る
あ
り
。
一
主
義
行
わ
る
れ
ば
必
ず
他
の
主
義
の
行
わ
る
る
あ
り
て
、
一
学
派
の
決
し
て
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独
立
独
行
す
る
こ
と
な
く
、
一
主
義
の
決
し
て
諸
想
を
圧
伏
す
る
こ
と
な
く
、
諸
学
諸
説
互
い
に
そ
の
真
偽
を
争
い
、
そ
の
優
劣
を

競
う
の
勢
い
あ
り
。
こ
れ
西
洋
学
の
進
化
す
る
ゆ
え
ん
、
東
洋
学
の
退
歩
せ
る
ゆ
え
ん
な
り
」
（
要
領
一
〇
七
）
。
と
は
言
え
、
も
ち

ろ
ん
、
哲
学
史
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
西
洋
哲
学
史
上
に
現
れ
た
哲
学
者
は
み
な
一
主
義
に
こ
だ
わ
り
一
方
の
偏

見
に
固
執
し
て
い
る
の
が
実
状
で
あ
る
。
し
か
し
、
た
と
え
各
々
が
一
面
的
な
態
度
し
か
と
り
え
な
い
と
し
て
も
、
互
い
に
意
見
を

交
わ
し
優
劣
を
競
わ
な
け
れ
ば
進
歩
は
な
い
。
仏
教
徒
で
あ
っ
た
井
上
円
了
が
東
京
大
学
で
西
洋
哲
学
を
学
び
、
み
ず
か
ら
哲
学
館

を
創
設
し
て
哲
学
を
日
本
に
普
及
・
定
着
さ
せ
よ
う
と
し
た
意
図
は
、
西
洋
哲
学
が
持
つ
こ
う
し
た
利
点
、
す
な
わ
ち
「
正
断
、
反

断
、
合
断
の
三
論
相
待
」
つ
三
断
法
（
要
領
一
四
八
）
を
駆
使
し
て
合
理
的
な
議
論
を
展
開
し
、
訓
練
を
重
ね
て
、
一
方
に
偏
せ
ず
、

も
の
ご
と
の
表
裏
両
面
を
見
る
眼
を
養
う
こ
と
、
し
た
が
っ
て
「
不
偏
無
私
の
真
理
す
な
わ
ち
哲
理
の
中
道
」
（
一
朝
二
六
二
）
を

立
て
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

　
円
了
は
明
治
末
に
書
い
た
『
哲
学
新
案
』
で
、
哲
学
は
「
宇
宙
の
真
相
を
内
外
表
裏
各
方
面
の
観
察
に
よ
り
て
究
明
開
示
す
る

の
学
」
で
あ
る
と
し
、
「
外
界
よ
り
縦
観
横
観
を
試
み
、
内
界
よ
り
過
観
現
観
を
下
し
、
更
に
裏
面
の
観
察
を
終
了
し
て
こ
こ
に
至

る
」
（
新
案
三
九
五
）
も
の
と
理
解
す
る
と
同
時
に
、
た
だ
見
る
だ
け
で
は
な
く
味
わ
う
こ
と
の
必
要
を
説
く
。
つ
ま
り
、
哲
学
だ

け
で
は
な
く
宗
教
を
も
求
め
（
同
三
九
七
）
、
し
た
が
っ
て
、
「
哲
学
の
舞
台
に
お
い
て
論
理
を
玩
弄
す
る
が
ご
と
き
児
戯
を
や
め
、

割
鶏
用
針
の
小
刀
細
工
を
す
て
て
、
実
践
の
舞
台
に
て
活
劇
を
演
」
（
同
四
〇
二
）
じ
る
こ
と
を
求
め
た
。
『
井
上
円
了
選
集
』
第
二

巻
の
解
説
者
小
林
忠
秀
に
よ
れ
ば
、
円
了
の
「
純
正
哲
学
」
と
は
ま
さ
に
、
哲
学
的
な
諸
説
を
、
さ
ら
に
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
を
も

と
も
に
「
平
等
に
見
渡
せ
る
視
点
」
（
『
選
集
』
第
二
巻
四
五
六
頁
）
を
意
味
し
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
井
上
円
了
は
一
般
に
妖
怪
学
の
創
始
者
に
し
て
権
威
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
彼
の
妖
怪
学
も
彼
の
こ
う
し
た
哲
学
観

と
無
縁
で
は
あ
り
え
な
い
。
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妖
怪
と
は
、
幽
霊
だ
、
天
狗
だ
、
狐
狸
の
仕
業
だ
、
鬼
神
の
懸
依
だ
、
等
々
さ
ま
ざ
ま
な
俗
説
が
あ
り
解
説
が
あ
る
が
、
こ
れ

ら
は
い
ず
れ
も
妖
怪
の
現
象
を
挙
げ
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
原
理
の
解
明
で
は
な
い
、
と
円
了
は
批
判
す
る
。
妖
怪
を
学
問
的
に

追
究
す
る
に
は
、
「
哲
学
の
道
理
を
経
と
し
緯
と
し
て
、
四
方
上
下
に
向
か
い
て
そ
の
応
用
の
通
路
を
開
達
し
」
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
（
妖
怪
1
二
三
）
。
そ
れ
が
妖
怪
で
あ
り
、
妖
怪
学
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
「
従
来
の
千
種
万
類
の
妖
怪
、
一
時
に
霧
消
雲
散
し
去
り

て
、
さ
ら
に
一
大
妖
怪
の
霊
然
と
し
て
そ
の
幽
光
を
発
揚
す
る
を
見
る
」
（
同
右
）
で
あ
ろ
う
。
妖
怪
の
こ
の
究
極
の
原
理
こ
そ
が

「
余
が
い
わ
ゆ
る
真
怪
」
で
あ
る
。
世
間
で
語
ら
れ
る
諸
々
の
妖
怪
は
所
詮
仮
怪
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
「
仮
怪
を
払
い
去
れ

ば
、
人
を
し
て
超
然
と
し
て
迷
苦
の
関
門
外
に
独
立
せ
し
む
る
こ
と
を
得
、
ま
た
、
か
く
の
ご
と
く
真
怪
を
開
き
き
た
ら
ば
、
人
を

し
て
泰
然
と
し
て
歓
楽
の
別
世
界
に
安
住
せ
し
む
る
こ
と
」
が
得
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
「
妖
怪
研
究
の
結
果
は
、
心
内
の
暗

天
地
に
真
知
真
楽
の
光
明
を
与
う
る
」
こ
と
に
あ
る
（
同
二
五
）
、
と
円
了
は
説
く
。
小
林
忠
秀
の
言
う
「
市
井
の
平
凡
人
の
卑
近

な
生
活
」
（
前
掲
四
六
六
頁
）
で
活
か
さ
れ
る
円
了
の
実
践
哲
学
は
ま
さ
に
こ
の
妖
怪
学
に
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
円
了
は
、
妖
怪
の
諸
現
象
と
そ
の
原
理
を
あ
ら
ゆ
る
学
問
分
野
に
わ
た
っ
て
研
究
し
論
じ
尽
く
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
妖
怪
の

定
義
や
種
類
等
の
総
論
の
あ
と
、
天
変
、
地
異
、
奇
草
、
妖
鳥
、
怪
獣
、
異
人
、
鬼
火
、
蟹
気
楼
、
竜
宮
の
類
な
ど
に
関
す
る
理
学

部
門
、
人
体
異
状
や
癩
瘤
か
ら
ヒ
ス
テ
リ
ー
、
食
い
合
わ
せ
な
ど
に
至
る
医
学
部
門
、
前
兆
、
予
言
、
陰
陽
、
五
行
、
さ
ら
に
天
気

予
知
法
や
人
相
、
家
相
、
方
位
な
ど
に
至
る
純
正
哲
学
部
門
、
幻
覚
、
妄
想
、
夢
、
天
狗
、
コ
ッ
ク
リ
、
催
眠
術
な
ど
に
関
す
る
心

理
学
部
門
、
生
霊
、
死
霊
、
人
魂
、
悪
魔
、
前
生
、
地
獄
、
崇
、
厄
払
い
、
祈
薦
な
ど
の
宗
教
学
部
門
、
遺
伝
や
胎
教
、
記
憶
術
の

類
に
関
す
る
教
育
学
部
門
、
そ
し
て
怪
物
、
火
渡
り
、
魔
法
な
ど
に
関
す
る
雑
部
門
に
分
け
て
、
多
数
の
古
今
の
文
献
や
事
例
報
告

を
渉
猟
し
、
そ
の
原
理
を
解
き
明
か
し
て
い
る
。
円
了
の
こ
の
妖
怪
学
講
義
は
、
一
八
九
三
〔
明
治
二
六
〕
年
一
一
月
か
ら
翌
年
の

一
〇
月
に
行
わ
れ
て
お
り
、
一
巻
約
七
〇
〇
頁
の
『
井
上
円
了
選
集
』
に
し
て
三
巻
を
な
す
膨
大
な
研
究
で
あ
る
。
妖
怪
学
に
つ
い
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て
の
詳
論
は
、
そ
の
分
量
か
ら
し
て
別
の
機
会
に
譲
ら
ざ
る
を
え
な
い
が
、
「
哲
学
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
が
「
哲
学
は
何
で
な

い
か
」
と
い
う
問
い
と
表
裏
を
な
す
と
す
れ
ば
、
妖
怪
学
こ
そ
ま
さ
し
く
日
本
の
民
衆
に
と
っ
て
の
哲
学
の
虚
像
と
実
像
を
と
も
に

照
射
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

10

二
理
学
と
哲
学
と

　
と
こ
ろ
で
、
円
了
に
従
っ
て
妖
怪
を
仮
怪
と
真
怪
と
に
分
け
、
さ
ら
に
仮
怪
を
虚
偽
と
事
実
に
、
虚
偽
を
人
為
的
と
偶
然
的
に
、

事
実
を
客
観
的
す
な
わ
ち
異
常
と
主
観
的
す
な
わ
ち
迷
誤
と
に
分
け
る
な
ら
ば
（
妖
怪
1
一
〇
九
）
、
真
怪
を
解
明
す
る
こ
と
こ
そ
が

哲
学
の
仕
事
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
真
怪
と
は
真
正
の
妖
怪
で
あ
り
、
真
に
妖
怪
で
は
な
い
も
の
を
妖
怪
と
誤
認
す
る
の

が
世
間
一
般
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
世
の
中
に
は
な
お
不
思
議
な
こ
と
が
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
世
間
や
人

に
よ
っ
て
異
な
る
も
の
で
は
な
く
（
同
六
〇
）
、
「
精
微
至
大
の
体
」
と
し
て
心
と
物
の
二
つ
と
し
て
現
象
す
る
（
同
八
四
）
も
の
が

あ
る
と
い
う
。
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
哲
学
本
来
の
仕
事
は
、
誤
認
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
よ
り
も
、
こ
の
不
思
議
を
解
明
す
る

こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
が
、
妖
怪
に
関
す
る
さ
ら
に
詳
細
な
別
の
分
類
に
従
う
と
、
話
は
や
や
複
雑
で
あ
る
。

　
円
了
に
よ
れ
ば
、
妖
怪
は
ま
ず
虚
怪
と
実
怪
と
に
大
別
さ
れ
、
仮
怪
は
実
怪
の
ほ
う
に
分
類
さ
れ
る
。
こ
の
仮
怪
は
自
然
的
妖
怪

と
言
い
換
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
さ
ら
に
物
理
的
妖
怪
と
心
理
的
妖
怪
と
に
区
分
さ
れ
る
。
他
方
、
実
怪
の
も
う
一
方
で
あ
る
真

怪
は
超
理
的
妖
怪
と
言
い
換
え
ら
れ
、
こ
れ
は
さ
ら
に
秘
怪
と
理
怪
と
妙
怪
と
に
区
分
さ
れ
る
（
同
二
八
二
）
。
こ
こ
で
真
怪
と
は

「
無
限
絶
対
に
し
て
不
可
知
的
」
な
も
の
を
言
う
（
同
二
七
八
）
。
つ
ま
り
、
不
可
知
で
あ
る
な
ら
哲
学
の
対
象
と
は
な
り
え
な
い
で

あ
ろ
う
。
こ
の
問
題
を
解
く
に
は
井
上
円
了
の
哲
学
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
点
は
最
後
に
言
及
す
る
こ
と
と
し
て
、

話
を
少
し
戻
し
た
い
。



　　　　　学
，一一一一一一一一一A

　　　哲
　　　学

　　　理
　　　学

理
論
学
｛
鐸
等

応
用
学
鐘
等

墾
工

理
論
学
（
純
正
哲
学
）

応
用
学
（
宗
教
学
）

・
こ
の
応
用
が
狭
義
の
妖
怪
学

　
　
　
　
円
了
は
『
妖
怪
学
講
義
』
の
総
論
で
、

　
　
　
妖
怪
と
学
問
と
の
関
係
を
論
じ
て
い
る
。

　
　
　
そ
こ
で
円
了
は
、
妖
怪
学
を
狭
く
捉
え
れ

　
　
　
ば
心
理
学
の
応
用
学
で
あ
り
（
同
六
八
）
、

　
　
　
心
理
学
は
有
象
哲
学
の
理
論
学
に
属
す

　
　
　
る
と
も
無
形
的
理
学
の
理
論
学
に
属
す

　
　
　
る
と
も
言
え
る
か
ら
（
同
六
五
）
、
妖
怪

　
　
　
学
は
結
局
有
象
哲
学
の
応
用
学
に
属
し

　
　
　
（
図
1
）
、
無
形
的
理
学
の
応
用
学
に
属
す

つ図
　
　
る
（
図
2
）
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
と
言

　
　
　
う
（
同
六
五
）
。
そ
の
際
、
純
正
哲
学
は

　
　
　
無
象
哲
学
の
理
論
学
（
無
象
哲
学
の
応
用

　
　
　
学
は
宗
教
学
）
で
あ
る
か
ら
、
有
象
哲
学

　
　
　
の
応
用
学
と
し
て
の
妖
怪
学
で
は
な
く

　
　
　
（
図
1
）
、
ま
た
、
別
の
分
類
（
図
2
）
で

　
　
　
は
そ
も
そ
も
純
正
哲
学
と
宗
教
学
は
、
理

　
　
　
学
で
は
な
い
が
ゆ
え
に
、
無
形
的
理
学
の

　
　
　
応
用
学
と
し
て
の
妖
怪
学
で
は
な
い
。
つ
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　　　　　学

　　　　　　　　　　　理
　　　　　　　　　　　学

　　　　　　　　一

哲
学
｛

理
論
学

応
用
学

（
純
正
哲
学
）

（
宗
教
学
）

・
こ
の
応
用
が
狭
義
の
妖
怪
学

図2

ま
り
、
い
ず
れ
に
せ
よ
純
正
哲
学
は
妖

怪
学
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
逆
に
言

え
ば
、
こ
の
分
類
で
は
妖
怪
学
は
学
問

体
系
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
だ
が
、
そ
う
だ
ろ
う
か
。

　
こ
こ
で
疑
問
に
な
る
の
は
、
妖
怪
学

の
位
置
の
問
題
以
前
に
、
哲
学
と
理
学

と
の
違
い
で
あ
る
。
心
理
学
や
論
理

学
、
倫
理
学
等
が
、
有
象
哲
学
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
同
時
に
無
形

的
理
学
と
し
て
も
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

る
。
象
と
形
と
は
ど
こ
が
違
う
の
か
。

　
『
通
俗
講
談
言
文
一
致
哲
学
早
わ
か

り
』
に
よ
る
と
、
「
哲
学
は
人
間
の

学
、
理
学
は
万
有
の
学
」
で
あ
り
、

「
哲
学
は
精
神
の
学
、
理
学
は
物
質
の

学
」
、
「
哲
学
は
無
形
の
学
、
理
学
は
有

形
の
学
」
、
「
哲
学
は
無
象
の
学
、
理

12



学
は
有
象
の
学
」
、
「
哲
学
は
全
体
の
学
、
理
学
は
部
分
の
学
」
で
あ
る
と
い
う
（
通
俗
二
八
）
。
象
と
形
に
限
っ
て
言
え
ば
、
哲
学

は
無
形
無
象
の
学
、
理
学
は
有
形
有
象
の
学
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
物
質
を
物
象
の
面
か
ら
捉
え
る
の
は
有
形
的
理
学
で

あ
り
、
物
質
を
物
体
と
し
て
捉
え
る
の
は
無
象
哲
学
で
あ
る
が
、
他
方
で
、
精
神
を
心
象
と
し
て
捉
え
る
の
は
無
形
的
理
学
お
よ
び

有
象
哲
学
で
あ
り
、
精
神
を
心
体
と
し
て
捉
え
る
の
は
無
象
哲
学
で
あ
る
と
あ
り
、
こ
こ
に
「
有
象
哲
学
」
な
る
概
念
が
登
場
す
る

（
同
三
六
）
。

　
『
哲
学
一
夕
話
』
で
は
、
形
質
あ
る
も
の
を
実
験
す
る
学
を
理
学
と
称
し
、
形
質
な
き
も
の
を
論
究
す
る
学
を
哲
学
と
称
す
る

（
一
夕
三
四
）
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
理
学
は
有
形
の
物
質
に
属
し
、
哲
学
は
無
形
の
心
性
に
属
す
る
」
学
問
で
あ
る
（
同
右
）
。
『
哲
学

要
領
』
で
も
、
理
学
は
有
形
質
の
も
の
を
実
験
す
る
学
で
あ
り
、
哲
学
は
無
形
質
の
も
の
を
論
究
す
る
学
で
あ
っ
て
、
理
学
は
事
物

の
一
部
分
に
関
す
る
学
で
あ
り
、
哲
学
は
事
物
の
全
体
に
関
す
る
学
で
あ
る
。
つ
ま
り
理
学
は
物
質
の
学
で
あ
り
、
哲
学
は
思
想
の

学
で
あ
る
（
要
領
八
九
）
と
あ
る
。
『
純
正
哲
学
講
義
』
で
も
、
物
質
は
形
質
あ
る
も
の
に
与
え
ら
れ
た
名
称
で
あ
り
、
心
性
は
形

質
な
き
も
の
に
与
え
ら
れ
た
名
称
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
理
学
は
有
形
質
の
物
質
を
研
究
す
る
学
で
あ
り
、
哲
学
は
無
形
質
の
心
性

を
研
究
す
る
学
で
あ
る
（
純
正
二
四
一
）
と
い
う
。
事
物
を
形
質
現
象
の
有
無
で
さ
ら
に
分
け
る
な
ら
ば
、
事
物
は
ま
ず
有
形
質
と

無
形
質
に
分
け
ら
れ
る
が
、
有
形
質
と
は
物
象
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
他
方
、
無
形
質
は
さ
ら
に
有
現
象
と
無
現
象
に
分
け
ら
れ
る
。

有
現
象
と
は
神
象
と
心
象
で
あ
り
、
無
現
象
と
は
物
体
、
心
体
、
理
体
で
あ
る
（
同
二
四
六
）
。

　
ち
な
み
に
、
キ
リ
ス
ト
教
は
天
神
を
有
現
象
と
捉
え
る
が
ゆ
え
に
神
象
を
対
象
と
す
る
が
、
仏
教
は
無
現
象
の
体
す
な
わ
ち
神
体

を
対
象
と
す
る
（
同
二
四
三
）
。
通
常
の
理
解
で
は
、
神
は
神
象
で
あ
り
、
物
は
物
象
す
な
わ
ち
物
質
で
あ
り
、
心
は
心
象
す
な
わ

ち
心
性
で
あ
る
が
、
本
質
的
に
は
神
は
理
性
な
い
し
理
体
で
あ
り
、
物
は
無
形
質
無
現
象
の
物
体
で
あ
り
、
心
も
無
現
象
の
心
体
で

あ
る
（
同
二
四
五
）
。
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
な
ら
ば
、
事
物
を
有
形
質
と
無
形
質
に
分
け
る
と
、
有
形
質
の
学
は
理
学
で
あ
り
、
無

13　井上円了の「哲学」観



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
と
く
、
理
学
は
地
方
政
府
の
ご
と
し
」
（
純
正
二
五
四
）
と
言
う
が
、
適
切

な
表
現
と
は
言
え
な
い
。
ま
し
て
、
哲
学
は
諸
学
の
王
で
あ
り
、
「
学
問
中
の
王
様
」
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
比
べ
れ
ば
「
理
学
な
ど

飛
車
か
角
ぐ
ら
い
の
も
の
に
過
ぎ
ま
せ
ぬ
」
（
通
俗
三
〇
）
と
言
う
の
は
言
い
過
ぎ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
理
学
は
有
形
で
あ
る
か
ら

人
の
目
に
触
れ
や
す
く
、
哲
学
は
無
形
で
あ
る
か
ら
人
の
目
に
見
え
ぬ
た
め
に
、
世
間
は
ひ
と
り
理
学
の
恩
恵
を
認
め
て
、
哲
学
の

賜
物
を
知
り
ま
せ
ぬ
」
（
同
五
四
）
と
い
う
の
は
僻
み
っ
ぽ
い
。
哲
学
の
目
的
は
、
「
理
学
の
研
究
の
で
き
な
い
と
こ
ろ
へ
立
入
り
、

実
験
の
力
の
と
ど
か
ぬ
と
こ
ろ
へ
踏
み
込
み
、
わ
れ
わ
れ
の
知
識
、
思
想
の
及
ぶ
限
り
宇
宙
の
真
理
を
窮
め
て
、
理
想
的
動
物
た
る

人
間
の
理
想
を
満
足
せ
し
め
、
も
っ
て
我
人
に
安
心
を
与
う
る
に
至
る
も
の
」
（
同
五
三
）
と
い
っ
た
表
現
に
と
ど
め
て
お
く
べ
き

で
あ
っ
た
ろ
う
。
狭
意
の
哲
学
す
な
わ
ち
純
正
哲
学
の
利
益
は
、
「
第
一
に
知
力
を
錬
磨
す
る
こ
と
、
第
二
に
思
想
を
遠
大
に
す
る

こ
と
、
第
三
に
情
操
を
高
尚
に
す
る
こ
と
、
第
四
に
人
心
を
安
定
す
る
こ
と
」
（
同
五
六
）
だ
と
い
う
の
も
「
通
俗
講
談
」
に
ふ
さ

14



わ
し
い
。

　
話
が
逸
れ
た
が
、
理
学
に
対
し
て
哲
学
は
全
体
の
学
だ
と
い
う
の
は
、
哲
学
が
語
源
的
に
愛
知
で
あ
る
か
ら
一
般
に
認
め
ら
れ
て

い
る
理
解
で
あ
る
が
、
哲
学
の
こ
の
定
義
は
円
了
に
と
っ
て
そ
れ
以
上
の
意
味
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、

哲
学
と
は
何
か
に
つ
い
て
の
理
解
は
千
差
万
別
十
人
十
種
の
あ
り
さ
ま
な
が
ら
、
円
了
は
、
「
諸
家
お
の
お
の
一
僻
あ
り
て
未
だ
中

正
の
論
あ
る
を
見
ず
」
（
要
領
一
四
九
）
の
現
状
を
難
じ
我
田
引
水
の
弊
を
改
め
「
総
合
的
大
観
を
哲
学
界
に
放
つ
」
（
新
案
二
八
七
）

こ
と
を
目
指
し
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
『
哲
学
一
夕
話
』
で
円
了
は
円
山
と
了
水
と
い
う
二
人
の
弟
子
に
自
由
に
発
言
さ
せ
た
あ
と
、
彼
ら
の
説
を
こ
う
評
し
て
い
る
。

「
な
ん
じ
ら
の
謬
、
お
の
お
の
一
方
の
理
を
み
て
全
局
を
知
ら
ず
。
了
水
は
無
差
別
の
一
方
を
み
て
差
別
を
知
ら
ず
、
円
山
は
差
別

の
一
方
を
み
て
無
差
別
を
知
ら
ず
、
共
に
一
僻
論
た
る
を
免
れ
ず
」
（
一
夕
四
三
）
。
た
し
か
に
「
了
水
の
論
も
一
理
あ
り
、
円
山
の

説
も
一
理
あ
り
、
二
者
相
合
し
て
始
め
て
円
了
の
全
道
を
見
る
べ
し
」
（
同
四
四
）
と
し
て
、
さ
ら
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
自
説
を
展
開

す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
円
了
の
道
た
る
差
別
中
に
無
差
別
を
有
し
、
無
差
別
中
に
差
別
を
有
し
て
、
差
別
す
な
わ
ち
無
差
別
、
無
差

別
ま
た
差
別
に
し
て
、
同
体
に
し
て
異
体
、
異
体
に
し
て
同
体
な
る
関
係
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。
こ
の
道
や
諸
説
諸
理
の
回
帰
す

る
と
こ
ろ
に
し
て
、
道
理
の
円
満
完
了
す
る
と
こ
ろ
な
る
を
も
っ
て
、
こ
れ
を
円
了
の
道
と
名
付
く
る
な
る
。
な
ん
じ
ら
は
そ
の
道

の
一
面
を
知
り
て
、
全
体
を
知
ら
ざ
る
も
の
な
り
」
（
同
右
）
と
。
「
無
差
別
は
開
き
て
差
別
と
な
り
、
差
別
は
合
し
て
無
差
別
と
な

る
。
こ
れ
を
世
界
の
大
化
」
（
同
四
五
）
と
い
い
、
「
我
人
の
生
老
病
死
も
わ
が
社
会
の
盛
衰
存
亡
も
ま
た
、
た
だ
そ
の
間
の
小
波
動

に
過
ぎ
」
な
い
が
、
こ
の
変
化
の
原
理
自
体
は
無
始
無
終
、
不
生
不
滅
で
あ
っ
て
、
こ
の
「
無
始
無
終
、
不
生
不
滅
の
理
体
」
を

「
円
了
の
体
」
と
名
づ
け
る
と
い
う
。

　
た
だ
し
、
こ
こ
で
円
了
自
身
が
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
「
円
了
の
道
」
「
円
了
の
体
」
の
「
円
了
」
は
井
上
円
了
と
い
う
自
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身
の
名
前
で
は
な
く
「
円
満
完
了
」
の
略
語
で
あ
る
。
と
は
言
え
、
世
間
一
般
は
そ
の
よ
う
に
は
必
ず
し
も
理
解
せ
ず
、
本
書
第
二

編
の
序
で
、
道
の
本
体
を
名
づ
け
る
の
に
円
了
の
名
を
も
っ
て
す
る
の
は
高
慢
で
は
な
い
か
と
人
に
指
摘
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る

（
同
四
八
）
。
た
し
か
に
紛
ら
わ
し
い
名
称
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
井
上
円
了
自
身
の
哲
学
が
円
満
完
了
す
な
わ
ち
円
了
の
哲
学
で

あ
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
り
、
『
哲
学
要
領
』
で
は
そ
れ
は
物
心
同
体
論
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
円
了
は
、
一
般
的
な
分
類
に

従
っ
て
理
学
と
哲
学
の
違
い
を
論
じ
て
い
る
が
、
右
に
見
た
よ
う
に
、
差
別
と
無
差
別
と
の
統
合
を
目
指
し
、
物
心
の
本
源
を
究
め

ん
と
し
て
お
り
、
究
極
的
に
は
理
学
と
哲
学
と
の
統
合
を
目
指
し
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
こ
そ
が
ま
さ
し
く
妖

怪
学
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

16

三
　
円
了
哲
学
の
め
ざ
す
も
の

　
妖
怪
学
に
戻
る
前
に
、
わ
れ
わ
れ
は
も
う
少
し
彼
の
学
問
論
を
追
っ
て
お
こ
う
。

　
『
哲
学
要
領
』
後
編
は
、
円
了
の
物
心
同
体
論
の
展
開
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
段
は
総
論
と
し
て
物
心
二
元
論
を
取
り
上
げ
、
哲
学

史
に
準
じ
て
哲
学
を
無
元
論
と
有
元
論
に
分
け
、
有
元
論
を
一
元
論
と
多
元
論
に
分
け
、
一
元
論
は
相
対
と
絶
対
に
分
か
れ
て
相
対

は
唯
物
論
と
唯
心
論
に
、
絶
対
は
唯
神
論
と
唯
理
論
に
分
け
ら
れ
る
。
多
元
論
は
二
元
論
と
三
元
論
に
分
け
ら
れ
、
二
元
論
は
物
心

異
体
論
す
な
わ
ち
物
心
両
立
論
と
物
心
同
体
論
す
な
わ
ち
物
心
一
体
論
に
分
け
ら
れ
る
（
要
領
一
五
一
）
。
そ
し
て
第
二
段
以
下
こ

れ
ら
の
詳
論
と
な
り
、
第
二
段
は
唯
物
唯
心
論
第
一
す
な
わ
ち
物
質
論
、
第
三
段
は
同
第
二
す
な
わ
ち
心
性
論
、
第
四
段
は
非
物
非

心
論
、
第
五
段
は
無
物
無
心
論
第
一
す
な
わ
ち
感
覚
論
、
第
六
段
は
同
第
二
す
な
わ
ち
無
元
論
、
第
七
段
は
唯
心
無
物
論
第
一
す
な

わ
ち
意
識
論
、
第
八
段
は
同
第
二
す
な
わ
ち
自
覚
論
、
第
九
段
は
有
心
有
物
論
、
第
十
段
は
物
心
同
体
論
の
第
一
す
な
わ
ち
理
想

論
、
そ
し
て
最
後
の
第
十
一
段
は
物
心
同
体
論
第
二
す
な
わ
ち
循
化
論
と
な
っ
て
い
る
。
き
わ
め
て
形
式
的
な
理
論
構
成
で
あ
る



が
、
　
一
主
義
一
僻
論
を
避
け
る
円
了
か
ら
す
れ
ば
、
「
唯
物
論
も
、
唯
心
論
も
、
無
物
無
心
論
も
、
有
心
有
物
論
も
み
な
お
の
お
の

一
方
に
偏
す
る
を
も
っ
て
僻
説
た
る
を
免
れ
ず
」
、
物
心
同
体
論
の
み
は
こ
れ
ら
「
諸
論
の
合
し
て
同
一
に
帰
し
た
る
も
の
」
で
あ

る
が
ゆ
え
に
「
ひ
と
り
論
理
の
中
正
を
得
た
り
」
（
同
二
一
二
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
事
態
を
円
了
は
、
哲
学
史
を
た

ど
る
よ
う
に
、
さ
ら
に
は
事
物
な
い
し
理
路
の
必
然
で
あ
る
か
の
ご
と
く
に
講
ず
る
。

　
　
「
初
め
に
物
心
二
元
の
存
す
る
ゆ
え
ん
を
論
じ
、
つ
ぎ
に
こ
れ
を
駁
し
て
唯
物
一
元
の
信
ず
べ
き
ゆ
え
ん
を
述
べ
、
つ
ぎ
に
非

　
物
非
心
論
を
論
じ
て
唯
物
論
の
物
自
体
の
な
ん
た
る
を
知
る
べ
き
力
な
き
ゆ
え
ん
を
証
し
、
つ
ぎ
に
心
理
上
物
理
を
究
め
ん
と
欲

　
し
て
無
物
無
心
の
感
覚
の
外
、
真
に
存
す
べ
き
も
の
な
き
ゆ
え
ん
を
論
じ
、
つ
ぎ
に
そ
の
感
覚
は
思
想
の
中
に
あ
る
ゆ
え
ん
を
究

　
め
て
唯
心
一
元
の
理
を
開
き
、
つ
ぎ
に
唯
心
の
唯
物
と
ひ
と
し
く
一
僻
論
に
過
ぎ
ざ
る
ゆ
え
ん
を
論
じ
て
、
物
心
二
元
の
相
対
は

　
非
物
非
心
の
絶
対
よ
り
開
発
す
る
ゆ
え
ん
を
説
き
、
終
わ
り
に
物
心
同
体
論
に
入
り
て
絶
対
相
対
、
同
体
不
離
な
る
ゆ
え
ん
を
論

　
じ
て
同
体
循
化
の
理
を
証
す
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
そ
の
論
理
発
達
の
順
序
二
元
に
始
ま
り
て
二
元
に
終
わ
る
を
も
っ
て
、
理
想

　
循
化
の
理
を
証
示
し
た
る
も
の
な
り
。
」
（
同
二
二
二
～
二
一
四
）

　
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
誰
か
が
「
心
あ
り
て
物
な
し
と
い
う
も
、
物
あ
り
て
心
な
し
と
い
う
も
、
物
も
心
も
共
に
な
し
と
い
う

も
、
物
も
心
も
共
に
あ
り
と
い
う
も
、
物
心
の
外
に
非
物
非
心
の
体
あ
り
と
い
う
も
、
体
な
し
と
い
う
も
、
み
な
二
元
同
体
論
の
一

部
分
に
過
ぎ
ず
。
故
に
こ
れ
を
合
す
れ
ば
同
体
論
と
な
る
」
（
同
二
一
四
）
の
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
が
円
満
完
了
の
哲
学
と
言
う
べ

き
で
あ
ろ
う
。
円
了
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
自
説
は
け
っ
し
て
「
新
見
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
れ
ま
で
の
哲
学
が
み
な
我
田
引
水

で
「
小
径
に
迷
い
、
窮
谷
に
陥
る
が
ご
と
き
状
態
」
（
新
案
二
八
一
）
で
あ
っ
た
に
す
ぎ
ず
、
自
分
は
た
だ
つ
ね
に
総
合
的
全
体
的

に
も
の
ご
と
を
見
渡
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
言
う
。

　
井
上
円
了
が
没
年
近
く
に
著
し
た
『
奮
闘
哲
学
』
に
は
、
哲
学
を
こ
の
日
本
の
地
に
い
か
に
し
て
定
着
さ
せ
る
か
、
し
か
も
大
学
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教
授
や
知
識
人
に
で
は
な
く
「
市
井
の
平
凡
人
の
卑
近
な
生
活
」
（
小
林
忠
秀
、
前
掲
箇
所
）
に
根
づ
か
せ
る
か
に
つ
い
て
奮
闘
し
た

こ
と
の
う
か
が
え
る
文
言
が
並
ん
で
い
る
。
円
了
は
、
仏
教
で
言
う
往
相
・
還
相
の
ご
と
く
に
哲
学
を
二
門
に
分
け
、
物
心
相
対
の

境
遇
か
ら
絶
対
の
真
域
へ
と
論
到
す
る
道
を
「
哲
学
の
向
上
門
」
、
そ
こ
か
ら
ふ
た
た
び
相
対
界
へ
論
下
す
る
道
を
「
向
下
門
」
と

名
づ
け
（
奮
闘
二
三
一
）
、
「
向
上
門
が
宇
宙
絶
対
の
学
な
ら
ば
、
向
下
門
は
人
類
社
会
の
学
で
あ
る
。
向
上
門
が
絶
対
を
考
定
す
る

学
な
ら
ば
、
向
下
門
は
人
生
を
改
善
す
る
学
で
あ
る
」
（
同
二
一
二
三
）
と
説
明
す
る
。
そ
し
て
、
一
般
の
哲
学
者
は
向
上
門
を
重
視

し
て
向
下
門
を
疎
外
し
、
そ
の
結
果
、
「
忠
君
愛
国
な
ど
を
軽
ん
ず
る
よ
う
に
傾
く
」
が
ゆ
え
に
、
自
分
は
む
し
ろ
向
下
門
を
重
ん

じ
て
こ
う
し
た
時
弊
を
矯
正
す
る
の
だ
と
述
べ
て
い
る
（
同
二
七
八
）
。

　
「
忠
君
愛
国
」
と
い
う
言
葉
は
、
そ
れ
が
語
ら
れ
た
時
代
の
文
脈
で
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ま
さ
し

く
第
一
次
世
界
大
戦
で
日
本
軍
が
中
国
、
シ
ベ
リ
ア
へ
と
出
兵
し
て
い
た
と
き
に
あ
た
り
、
き
わ
め
て
き
な
臭
い
と
言
わ
ざ
る
を
え

な
い
。
だ
が
、
円
了
が
最
も
嫌
っ
た
の
は
も
の
ご
と
の
一
面
的
な
見
方
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
こ
と
の
無
自
覚
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ

て
、
円
了
が
、
み
ず
か
ら
の
言
葉
を
時
代
的
な
文
脈
に
浸
す
こ
と
で
誤
解
さ
れ
る
危
険
を
冒
し
て
で
も
強
調
し
た
か
っ
た
こ
と
は
、

物
心
の
本
質
世
界
の
み
な
ら
ず
社
会
・
国
家
の
場
に
お
い
て
も
哲
学
的
な
論
理
を
追
究
す
る
こ
と
の
大
切
さ
で
あ
り
、
そ
れ
と
同
時

に
、
い
わ
ゆ
る
妖
怪
の
世
界
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
哲
学
を
生
活
の
な
か
で
活
か
す
こ
と
の
必
要
性
で
あ
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

円
了
の
こ
う
し
た
努
力
は
、
哲
学
に
対
す
る
世
間
一
般
の
理
解
が
乏
し
く
、
哲
学
が
さ
ま
ざ
ま
に
誤
解
さ
れ
曲
解
さ
れ
て
い
る
状
況

の
な
か
で
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
円
了
か
ら
す
れ
ば
、
哲
学
を
抽
象
的
な
理
論
に
と
ど
め
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。　

と
こ
ろ
で
、
思
想
を
民
衆
の
生
活
の
中
で
活
か
す
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
れ
ば
、
す
で
に
数
百
年
の
歴
史
を
誇
る
宗
教
が
そ
の
訳

を
果
た
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
宗
教
と
哲
学
と
ど
こ
が
違
う
の
か
。
宗
教
で
は
足
り
な
い
の
か
。
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『
哲
学
一
朝
話
』
で
円
了
は
哲
学
と
宗
教
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
弟
子
曰
く
、
哲
学
も
宗
教
も
そ
の
目
的
は
同
一
で
あ

り
、
哲
学
は
道
理
を
踏
ん
で
進
む
の
に
対
し
て
宗
教
は
「
神
仏
の
独
断
に
帰
す
る
」
。
た
だ
し
、
「
想
像
に
駕
し
て
こ
れ
に
達
せ
ん
と

す
る
」
と
（
一
朝
二
六
六
）
、
哲
学
館
の
学
徒
ら
し
く
哲
学
に
好
意
的
な
議
論
で
あ
る
が
、
先
生
す
な
わ
ち
円
了
曰
く
、
哲
学
は
宗

教
と
な
っ
て
終
わ
り
、
宗
教
は
哲
学
と
な
る
（
同
二
六
八
）
。
宗
教
家
は
画
工
で
あ
り
、
哲
学
者
は
技
師
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に

独
自
の
「
推
理
の
器
械
」
（
同
二
七
六
）
を
も
っ
て
「
絶
対
単
一
に
し
て
純
然
平
等
」
（
同
二
七
五
）
の
本
体
に
迫
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
い
う
の
も
、
そ
う
し
た
本
体
が
た
と
え
広
大
無
限
深
遠
幽
妙
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
世
界
が
ま
さ
に
そ
の
分
身
で
あ
る
以
上
、
「
そ

の
海
面
に
高
低
の
波
様
を
形
勢
」
す
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
や
た
ら
と
理
学
や
哲
学
を
振
り
ま
わ
さ
な
い
か
ぎ
り

は
、
と
円
了
は
「
知
」
の
暴
走
を
戒
め
て
い
る
（
同
右
）
。
け
だ
し
、
知
・
情
・
意
と
い
う
人
心
中
の
三
大
作
用
が
相
侯
っ
て
初
め

て
事
物
の
真
相
を
捉
え
う
る
と
円
了
は
考
え
る
か
ら
で
あ
る
（
妖
怪
3
二
九
）
。

　
最
後
に
、
妖
怪
学
に
戻
ろ
う
、
円
了
に
よ
れ
ば
、
偽
怪
や
誤
怪
は
そ
も
そ
も
妖
怪
で
は
な
く
、
人
間
の
虚
構
や
誤
謬
に
由
来
す
る

妄
有
に
す
ぎ
な
い
が
ゆ
え
に
、
こ
れ
ら
は
い
わ
ば
科
学
的
に
分
析
解
明
し
う
る
。
心
理
的
な
い
し
物
理
的
な
妖
怪
で
あ
る
自
然
的
な

妖
怪
も
真
実
に
は
妖
怪
で
は
な
い
か
ら
仮
怪
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
世
間
一
般
の
人
た
ち
に
は
そ
れ
が
妖
怪
と
し
て
現
象
す
る

こ
と
か
ら
、
こ
れ
も
妖
怪
学
の
対
象
の
多
く
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
も
い
わ
ば
科
学
的
に
解
明
し
う
る
。
こ
れ
ら

に
対
し
て
真
の
妖
怪
で
あ
る
真
怪
は
、
超
理
的
な
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
「
神
仏
の
奇
相
妙
体
を
悟
」
る
こ
と
に
つ
な
が
る
（
妖
怪

1
二
八
五
）
。
つ
ま
り
、
真
怪
の
解
明
は
宗
教
に
委
ね
ざ
る
を
え
な
い
。
真
怪
は
現
象
で
は
な
く
本
体
に
関
わ
る
が
、
こ
の
本
体
は

絶
対
無
限
の
体
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
ゆ
え
に
人
知
及
ば
な
い
か
ら
で
あ
る
（
同
二
八
四
）
。
だ
が
、
不
可
知
の
も
の
を
す
べ
て
宗
教

に
追
い
や
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
宗
教
は
底
な
し
の
バ
ケ
ツ
と
化
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
も
ち
ろ
ん
そ
ん
な
こ
と
は
円
了
の
了
解
事
項
で
あ
っ
て
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
二
一
〇
〇
頁
を
越
え
る
妖
怪
学
な
ど
書
か
な
い
で
あ
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ろ
う
。
先
に
円
了
の
学
問
体
系
図
を
引
用
し
た
が
、
狭
義
の
妖
怪
学
の
対
象
す
な
わ
ち
虚
怪
と
仮
怪
は
、
有
象
哲
学
な
い
し
無
形
的

理
学
の
一
つ
で
あ
る
心
理
学
の
対
象
で
あ
り
、
真
怪
は
無
象
哲
学
の
対
象
、
す
な
わ
ち
理
学
な
ら
ぬ
哲
学
の
対
象
に
ほ
か
な
ら
な

か
っ
た
。
妖
怪
学
講
義
で
言
わ
れ
る
宗
教
は
、
こ
の
限
定
さ
れ
た
哲
学
の
応
用
学
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
理
論
学
と
し
て
の
純
正
哲

学
と
表
裏
一
体
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
妖
怪
学
講
義
』
の
総
論
で
円
了
は
妖
怪
学
と
諸
学
と
の
関
係
を
述
べ
て
、
妖
怪
学
は
そ

の
対
象
に
応
じ
て
心
理
学
の
応
用
と
し
て
も
、
諸
学
の
変
式
変
態
学
と
し
て
も
、
人
類
に
関
す
る
諸
学
中
の
一
科
と
し
て
も
捉
え
る

こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
が
（
妖
怪
1
七
二
）
、
円
満
完
了
の
円
了
哲
学
か
ら
す
れ
ば
、
妖
怪
学
は
こ
れ
ら
い
っ
さ
い
を
総
体
と

し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
学
問
す
な
わ
ち
哲
学
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
世
間
一
般
の
人
び
と
に
哲
学
を
根
づ
か
せ
る

こ
と
が
で
き
る
の
は
、
当
時
に
あ
っ
て
は
妖
怪
学
が
最
適
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
ほ
ど
に
当
時
は
ま
だ
妖
怪
が
日
常
世
界

に
多
く
俳
徊
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
一
二
世
紀
の
こ
ん
に
ち
妖
怪
は
消
滅
し
た
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
い
ま
だ
に
真
怪
以
前

の
虚
怪
や
仮
怪
が
践
雇
し
て
い
る
の
が
現
況
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
哲
学
は
い
ま
だ
に
必
要
な
の
か
、
逆
に
そ
れ
ほ
ど

ま
で
に
哲
学
は
無
力
な
の
か
。
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