
井
上
円
了
の
妖
怪
学
を
通
し
て
唯
物
論
を
考
え
る

柴
田
隆
行

s
h
i
b
a
t
a 

t
a
k
a
y
u
k
i

ば
じ
め
に

　
妖
怪
の
ほ
と
ん
ど
は
、
合
理
主
義
に
基
づ
く
現
代
の
学
問
で
容
易
に
解
明
し
う
る
が
ゆ
え
に
仮
怪
に
す
ぎ
な
い
。
井
上
円
了
は
こ

の
よ
う
に
断
じ
る
。
そ
れ
を
実
証
し
た
の
が
彼
の
「
妖
怪
学
講
義
』
全
六
巻
で
あ
る
。
円
了
は
唯
物
論
を
否
定
す
る
が
、
彼
の
妖
怪

学
講
義
は
む
し
ろ
唯
物
論
的
精
神
に
満
ち
て
い
る
。
問
題
は
、
唯
物
論
と
は
何
か
、
と
い
う
点
に
あ
る
。

　
こ
の
小
論
は
、
井
上
円
了
が
唯
物
論
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
捉
え
理
解
し
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
主
目
的
と
は
し
な

い
。
彼
が
唯
物
論
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
た
か
、
そ
れ
が
い
か
に
唯
物
論
に
対
す
る
誤
っ
た
浅
薄
な
理
解
に
す
ぎ
な
い
か
に
つ
い
て

は
、
す
で
に
い
く
つ
か
の
先
行
研
究
が
あ
る
。
た
と
え
ば
舩
山
信
一
の
『
明
治
哲
学
史
研
究
』
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
五
九
年
。

『
舩
山
信
一
著
作
集
』
第
六
巻
、
一
九
九
九
年
所
収
）
に
そ
れ
は
詳
し
い
。
ま
た
、
井
上
円
了
の
哲
学
に
従
う
だ
け
で
は
こ
の
点
に
関
し

て
さ
し
て
お
も
し
ろ
い
話
が
引
き
出
せ
そ
う
に
な
い
。
い
っ
さ
い
を
包
含
す
る
彼
の
円
満
完
了
の
哲
学
は
、
唯
物
論
も
唯
心
論
も
と

も
に
一
面
的
だ
と
し
て
否
定
し
、
そ
れ
ら
を
と
も
に
否
定
超
越
す
る
物
心
一
元
論
、
否
、
こ
の
物
心
一
元
論
を
も
さ
ら
に
超
越
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　

超
理
的
理
論
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
い
う
哲
学
を
展
開
す
る
井
上
円
了
に
と
っ
て
、
唯
物
論
が
本
来
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
な

ど
と
い
う
こ
と
は
お
そ
ら
く
関
心
外
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
こ
の
小
論
は
何
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
の
か
。
そ
れ
は
、
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冒
頭
に
触
れ
た
よ
う
に
、
唯
物
論
的
精
神
に
満
ち
て
い
る
と
思
わ
れ
る
彼
の
妖
怪
学
講
義
を
通
し
て
、
そ
も
そ
も
唯
物
論
と
は
ど
う

い
う
も
の
で
あ
る
か
、
唯
物
論
は
現
在
で
も
意
味
を
も
ち
う
る
も
の
の
見
方
な
の
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。

82

【
註
】

　
井
上
円
了
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
す
べ
て
『
井
上
円
了
選
集
』

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

一
夕
：

要
領
…

純
正
…
：

破
物
…

妖
怪
…
－

（一

續
ｪ
七
年
、
九
九
年
、
東
洋
大
学
）
か
ら
と
し
、
引
用
に
際
し
て
は
つ
ぎ

『
哲
学
一
夕
話
』
（
第
一
編
と
第
二
編
は
一
八
八
六
〔
明
治
］
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

『
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
哲
学
講
義
』
（
一
八
九
二
～
九
三
年
刊
、
哲
学
館
）
、
同
第
七
巻
所
収

『
破
唯
物
論
　
一
名
俗
論
退
治
』
（
一
八
九
八
年
刊
、
哲
学
書
院
。
非
僧
非
俗
道
人
講
述
）
、
同
右

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

第
一
章
　
井
上
円
了
の
「
唯
物
論
」
観

　
円
了
に
と
っ
て
唯
物
論
は
哲
学
的
に
は
お
そ
ら
く
論
じ
る
に
値
し
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
円
了
は

一
八
九
八
年
に
友
人
知
人
を
敵
に
ま
わ
し
て
で
も
『
破
唯
物
論
』
と
題
す
る
二
九
三
ペ
ー
ジ
の
書
物
を
明
ら
か
に
す
る
ほ
ど
で
あ
る

か
ら
、
彼
の
唯
物
論
理
解
に
つ
い
て
瞥
見
す
る
必
要
は
あ
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
「
世
界
は
物
の
み
に
し
て
心
な
し
と
立
つ
る
も
の
、
こ
れ
を
唯
物
論
と
い
い
」
（
一
タ
一
－
ω
O
）

　
　
　
「
物
の
外
に
心
も
な
く
神
も
な
し
と
唱
う
る
も
の
、
こ
れ
を
唯
物
論
と
い
い
」
（
要
領
一
］
認
）

　
こ
の
よ
う
な
立
場
を
、
現
在
の
わ
れ
わ
れ
は
「
ゆ
い
ぶ
つ
ろ
ん
」
と
は
言
わ
ず
に
「
タ
ダ
モ
ノ
論
」
と
言
う
。
「
万
物
の
根
源
は



水
で
あ
る
」
と
唱
え
る
タ
レ
ス
以
来
、
「
空
気
で
あ
る
」
「
火
で
あ
る
」
「
土
で
あ
る
」
「
地
・
水
・
火
・
風
で
あ
る
」
「
原
子
で
あ
る
」

等
々
と
い
っ
た
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
自
然
哲
学
は
、
そ
の
意
味
で
み
な
唯
物
論
で
あ
ろ
う
し
、
「
生
命
と
は
四
肢
の
運
動
で
あ
る
」

（
ホ
ッ
ブ
ズ
）
と
か
「
人
間
は
ゼ
ン
マ
イ
の
集
合
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
（
ド
・
ラ
・
メ
ト
リ
）
と
か
と
い
っ
た
近
代
の
機
械
論
も
唯
物
論

に
入
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
「
今
日
の
唯
物
論
は
物
理
、
化
学
、
生
理
、
生
物
等
の
諸
学
の
進
歩
よ
り
生
ず
る
と
こ
ろ
の
結
果
な
り
。
故
に
こ
れ
を
古
代

　
　
の
唯
物
論
に
較
す
る
に
、
そ
の
完
全
な
る
も
と
よ
り
同
日
の
比
に
あ
ら
ず
。
あ
る
い
は
唯
物
論
は
近
世
始
め
て
起
こ
る
と
い
う

　
　
も
不
可
な
る
こ
と
な
し
。
］
（
要
領
声
］
O
°
。
）

　
古
代
か
ら
存
在
す
る
唯
物
論
が
近
代
を
経
て
現
在
ま
す
ま
す
そ
の
影
響
力
を
広
げ
て
い
る
こ
と
を
、
円
了
も
こ
の
よ
う
に
認
め
つ

つ
、
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
妥
当
な
判
断
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

　
　
　
「
論
ず
る
と
こ
ろ
は
物
の
外
に
心
な
し
と
い
う
に
と
ど
ま
り
て
、
そ
の
物
の
な
ん
た
る
に
至
り
て
は
未
だ
一
言
も
論
及
せ
ざ

　
　
る
な
り
。
」
（
同
右
一
巨
忘
）

　
一
八
九
二
年
の
哲
学
館
講
義
録
「
純
正
哲
学
講
義
」
で
は
こ
の
点
も
含
め
て
さ
ら
に
わ
か
り
や
す
く
説
か
れ
て
い
る
。

　
　
　
「
お
よ
そ
吾
人
が
宇
宙
問
に
立
ち
て
、
そ
の
目
前
に
現
見
す
る
も
の
、
こ
れ
を
物
質
ま
た
は
客
観
ま
た
は
外
界
と
称
し
、
脳

　
　
裏
に
動
起
す
る
も
の
、
こ
れ
を
心
性
ま
た
は
主
観
ま
た
は
内
界
と
称
す
。
〔
中
略
〕
物
心
の
二
者
そ
の
差
異
す
る
と
こ
ろ
は
、

　
　
物
に
は
延
長
を
有
す
れ
ど
も
、
心
に
は
こ
れ
を
有
せ
ず
、
故
に
心
は
無
形
に
し
て
、
物
は
有
形
な
り
。
こ
の
二
者
を
も
っ
て
宇

　
　
宙
を
解
す
る
に
お
い
て
、
宇
宙
万
象
は
み
な
心
の
現
象
に
し
て
、
心
を
離
れ
て
物
な
し
と
す
る
も
の
を
唯
心
論
と
い
い
、
ま
た

　
　
心
は
物
を
離
れ
て
あ
る
も
の
に
あ
ら
ず
、
そ
の
抽
象
的
の
概
念
と
称
せ
ら
る
る
も
の
も
、
畢
寛
感
覚
よ
り
成
立
す
る
も
の
に
し

　
　
て
、
感
覚
は
物
に
よ
り
て
成
立
す
、
故
に
物
外
無
心
な
り
と
立
つ
る
も
の
、
こ
れ
を
唯
物
論
と
い
う
。
」
（
純
正
ぺ
－
S
）
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だ
が
こ
の
説
明
は
い
ち
お
う
の
概
説
に
す
ぎ
な
い
。
物
の
何
た
る
か
を
究
め
れ
ば
非
物
に
至
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
ゆ
え
に
、
唯
物

論
自
体
が
成
り
立
た
な
い
と
円
了
は
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
理
論
的
に
成
り
立
た
な
い
が
こ
う
い
う
考
え
も
あ
り
ま
す
よ
と
言
う
に

す
ぎ
な
い
。
か
と
言
っ
て
、
唯
物
論
に
対
す
る
唯
心
論
が
正
し
い
と
言
う
わ
け
で
も
な
い
。
円
了
の
立
場
は
物
心
一
体
な
い
し
物
心

同
体
論
で
あ
る
。
井
上
円
了
に
と
っ
て
最
大
の
問
題
は
、
理
論
的
に
成
り
立
た
な
い
唯
物
論
が
俗
論
や
「
軽
躁
な
る
生
意
気
書
生
が

物
好
き
半
分
に
は
や
し
立
て
る
」
ぐ
ら
い
な
ら
ば
論
じ
る
に
値
し
な
い
が
、
近
ご
ろ
は
「
明
治
の
大
家
と
呼
ば
る
る
人
達
」
ま
で
が

唯
物
論
の
流
行
に
巻
き
込
ま
れ
、
「
神
州
の
清
潔
も
こ
れ
が
た
め
に
汚
さ
れ
ん
と
す
る
有
様
」
（
破
物
司
－
認
ω
）
と
な
っ
た
こ
と
に
あ

る
。　

　
　
「
唯
物
論
は
元
来
無
神
論
に
し
て
か
つ
無
心
論
で
あ
る
か
ら
、
神
道
や
仏
教
で
一
般
に
唱
え
る
霊
魂
説
や
未
来
説
は
、
そ
の

　
　
論
に
よ
り
て
第
一
番
に
打
ち
壊
さ
れ
る
る
の
み
な
ら
ず
、
儒
道
で
申
す
仁
義
も
忠
孝
も
さ
ん
ざ
ん
に
打
ち
砕
か
る
る
に
相
違
な

　
　
い
。
そ
の
わ
け
は
唯
物
論
者
の
目
よ
り
み
れ
ば
、
道
徳
な
ど
は
人
間
の
製
造
し
た
る
も
の
で
、
善
も
悪
も
自
然
に
定
ま
り
て
お

　
　
る
も
の
で
な
く
、
社
会
の
発
達
に
伴
っ
て
や
む
を
え
ず
で
き
た
る
も
の
で
あ
り
て
、
い
ず
れ
も
利
己
心
よ
り
起
こ
り
、
経
験
よ

　
　
り
生
じ
た
る
も
の
に
過
ぎ
ぬ
と
申
し
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
て
人
に
忠
孝
の
本
心
の
存
す
る
は
、
遺
伝
も
し
く
は
習
慣
の
結
果

　
　
な
り
と
し
、
こ
れ
を
先
天
あ
る
い
は
天
賦
と
考
え
た
る
は
古
人
の
妄
想
で
あ
る
と
い
い
、
真
理
は
優
勝
劣
敗
の
外
に
決
し
て
あ

　
　
る
べ
か
ら
ず
、
先
天
の
道
な
ど
は
腐
儒
の
寝
言
で
あ
る
頑
夢
で
あ
る
と
評
し
、
は
な
は
だ
し
き
に
至
り
て
は
儒
教
の
主
義
を
根

　
　
本
か
ら
打
ち
砕
か
な
け
れ
ば
、
日
本
は
文
明
国
に
な
る
見
込
み
な
し
と
ま
で
叫
ぶ
も
の
が
あ
り
ま
す
。
」
（
同
右
べ
－
認
ふ
）

　
　
　
「
〔
唯
物
論
を
〕
細
か
に
分
け
て
申
さ
ば
、
そ
の
中
に
は
唯
物
論
、
進
化
論
、
実
験
論
、
感
覚
論
、
自
利
論
等
が
一
緒
に
な
り

　
　
て
お
り
ま
す
。
な
お
そ
の
外
に
唯
物
論
の
小
使
い
か
人
足
か
は
知
ら
ざ
れ
ど
も
、
拝
金
宗
、
体
欲
宗
、
御
幣
連
、
い
も
虫
連
も

　
　
加
わ
り
て
み
え
ま
す
。
」
（
同
右
べ
ぴ
N
Φ
）
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た
し
か
に
こ
の
よ
う
な
い
わ
ば
無
節
操
な
社
会
現
象
が
「
唯
物
論
」
の
名
に
お
い
て
蔓
延
す
る
と
な
れ
ば
、
こ
れ
を
憂
い
こ
れ
を

「
破
」
る
べ
き
は
、
心
あ
る
知
識
人
の
使
命
と
思
う
の
も
当
然
か
も
し
れ
な
い
。
円
了
は
み
ず
か
ら
の
仕
事
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
自
嘲

気
味
に
記
し
て
い
る
。

　
　
　
「
さ
て
余
は
貧
乏
く
じ
を
引
き
当
て
た
と
申
し
て
よ
ろ
し
か
ろ
う
か
。
近
来
退
治
専
門
家
に
な
り
、
今
度
目
で
三
回
の
退
治

　
　
を
引
き
受
け
ま
す
。
す
な
わ
ち
最
初
ヤ
ソ
教
の
気
炎
の
さ
か
ん
な
る
に
際
し
、
ぜ
ひ
国
の
た
め
教
え
の
た
め
に
こ
の
邪
教
を
う

　
　
ち
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
信
じ
、
数
年
間
も
っ
ぱ
ら
邪
教
退
治
に
従
事
し
、
そ
の
後
民
間
の
迷
信
依
然
と
し
て
行
わ
れ
、
や

　
　
や
も
す
れ
ば
宗
教
の
改
良
、
教
育
の
進
歩
を
妨
ぐ
る
勢
い
あ
る
を
み
て
、
迷
信
退
治
に
着
手
い
た
し
ま
し
た
。
し
か
る
に
今
度

　
　
は
ま
た
俗
論
退
治
の
役
割
に
当
た
り
、
前
後
都
合
三
度
の
退
治
と
は
ナ
ン
ト
珍
し
き
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
か
。
」
（
同
右

　
　
や
－
0
ミ
）

　
邪
教
退
治
と
は
キ
リ
ス
ト
教
批
判
を
指
し
、
円
了
は
『
真
理
金
針
』
や
『
破
邪
新
論
』
等
を
著
し
た
。
民
間
の
迷
信
退
治
は
浩
潮

な
妖
怪
学
講
義
を
指
す
。
そ
し
て
今
度
の
俗
論
退
治
が
こ
の
唯
物
論
退
治
で
あ
り
、
『
破
唯
物
論
』
と
い
う
書
物
と
し
て
公
刊
さ
れ

る
。
前
述
の
よ
う
に
、
唯
物
論
が
俗
論
に
留
ま
り
、
「
人
の
死
後
に
は
霊
魂
も
な
け
れ
ば
未
来
も
な
く
、
そ
の
死
す
る
や
煙
の
散
ず

る
が
ご
と
く
火
の
滅
す
る
が
ご
と
し
と
唱
え
」
（
同
右
ぺ
－
9
°
。
）
る
だ
け
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
迷
信
退
治
の
延
長
で
済
ま
す
こ
と
が
で

き
た
で
あ
ろ
う
が
、
昨
今
の
唯
物
論
は
さ
ら
に
「
学
科
的
唯
物
論
」
と
称
す
べ
き
も
の
が
含
ま
れ
、
こ
れ
は
「
理
化
学
、
動
植
物

学
、
生
理
学
等
の
実
験
に
基
づ
き
、
人
の
精
神
は
神
経
組
織
の
物
理
作
用
よ
り
起
こ
り
、
物
質
の
外
に
精
神
な
し
と
の
論
に
し
て
、

す
な
わ
ち
唯
物
無
心
論
」
（
同
右
）
で
あ
る
が
ゆ
え
に
多
く
の
著
名
な
学
者
に
も
広
く
影
響
を
与
え
て
お
り
、
さ
ほ
ど
容
易
に
退
治

で
き
な
い
と
判
断
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
『
井
上
円
了
選
集
』
第
七
巻
の
解
説
者
清
水
乞
氏
に
よ
れ
ば
、
具
体
的
に
想
定

さ
れ
て
い
る
の
は
、
加
藤
弘
之
の
進
化
論
、
元
良
勇
次
郎
の
勢
力
保
存
説
、
棚
橋
一
郎
の
自
由
意
志
論
、
沢
柳
政
太
郎
の
新
心
理
学
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で
あ
り
、
ま
た
中
江
兆
民
の
唯
物
論
で
あ
る
と
い
う
（
同
右
S
O
q
⊃
Φ
碕
゜
）
。
中
江
兆
民
の
唯
物
論
は
ま
だ
し
も
、
加
藤
弘
之
の
進
化
論

は
か
な
り
浅
薄
か
つ
一
面
的
な
も
の
で
あ
り
、
「
学
科
的
唯
物
論
」
と
は
い
え
、
井
上
円
了
が
『
破
唯
物
論
』
で
批
判
し
て
い
る
よ

う
な
唯
物
論
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
時
代
に
お
い
て
も
っ
た
社
会
的
影
響
の
問
題
は
と
も
か
く
と
し
て
、
少
な
く
と
も
哲
学
上
理
論
上

の
問
題
と
し
て
は
、
も
は
や
現
在
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
も
取
り
あ
げ
る
に
値
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
な
ら
ば
、
現
在
唯
物
論
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
哲
学
事
典
を
見
て
み
よ
う
。

『
岩
波
哲
学
・
思
想
事
典
』
（
一
九
九
八
年
）
の
佐
々
木
力
氏
筆
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
「
精
神
的
な
も
の
よ
り
も
素
材
的
な
も
の
を
よ
り

根
源
的
で
あ
る
と
見
な
す
世
界
観
的
な
い
し
認
識
論
的
な
立
場
を
い
う
」
と
あ
る
。
（
こ
の
定
義
は
不
十
分
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
精

神
的
な
も
の
を
素
材
的
な
も
の
と
捉
え
る
こ
と
も
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
佐
々
木
氏
は
お
そ
ら
く
「
素
材
的
な
も
の
」
で
質
料
を
、
「
精
神
的

な
も
の
」
で
形
相
を
意
味
す
る
古
代
ギ
リ
シ
ア
以
来
の
概
念
を
想
定
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
な
ら
ば
、
「
形
相
よ
り
も
質
料
を
よ
り
根
源
的

で
あ
る
と
見
な
す
立
場
」
と
書
け
ば
良
い
は
ず
で
あ
る
。
）
＝
八
世
紀
の
初
頭
に
は
ヨ
巴
m
『
巨
一
゜
・
ヨ
霧
と
い
う
近
代
ラ
テ
ン
語
に
由
来
す

る
西
欧
諸
語
が
使
用
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
前
の
一
七
世
紀
後
半
に
は
〈
唯
物
論
者
〉
（
∋
巴
①
旨
ご
゜
・
片
）
と
い
う
語

彙
が
存
在
し
て
い
た
。
母
、
源
な
ど
を
意
味
す
る
ラ
テ
ン
語
の
∋
巴
2
に
淵
源
す
る
、
質
料
、
素
材
、
根
源
、
物
質
な
ど
の
意
味
を

も
つ
∋
曵
①
「
完
㏄
な
い
し
ヨ
巴
o
『
日
に
由
来
す
る
。
ギ
リ
シ
ア
語
の
ピ
ュ
ー
レ
ー
な
ど
と
も
関
連
す
る
言
葉
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
〈
唯

物
論
〉
と
い
う
訳
語
に
は
問
題
が
あ
る
。
」

　
佐
々
木
氏
が
問
題
を
投
げ
掛
け
て
い
る
よ
う
に
、
「
唯
物
論
」
と
い
う
言
葉
は
、
文
字
通
り
「
物
が
唯
一
の
根
源
で
あ
る
と
す
る

理
論
」
を
意
味
す
る
よ
う
に
見
え
る
。
わ
が
邦
で
多
く
の
哲
学
概
念
を
翻
訳
創
出
し
た
西
周
は
『
生
性
発
纏
』
（
一
八
七
三
年
）
で

「
マ
テ
リ
エ
ズ
ム
、
愛
二
物
質
学
ト
訳
ス
、
是
實
宇
内
ニ
ハ
唯
吾
人
ノ
五
官
ノ
能
力
二
依
テ
知
ル
所
ノ
物
質
ノ
ミ
存
在
シ
テ
、
別
二

精
神
霊
魂
等
ノ
虚
体
ア
ラ
サ
ル
コ
ト
ヲ
主
張
ス
ル
説
ナ
リ
」
と
規
定
し
て
お
り
、
理
解
内
容
は
井
上
円
了
と
同
じ
だ
が
、
訳
語
は
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「
物
質
学
」
で
あ
る
。
日
本
で
最
初
に
独
自
の
唯
物
論
を
展
開
し
た
と
さ
れ
る
中
江
兆
民
は
一
八
八
六
年
の
『
理
学
鉤
玄
』
で
「
唯

物
論
一
で
は
な
く
「
実
質
説
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
前
の
一
八
八
一
年
刊
の
井
上
哲
次
郎
ら
に
よ
る

『
哲
学
字
彙
』
で
は
す
で
に
「
唯
物
論
」
と
い
う
訳
語
が
見
ら
れ
る
。
「
唯
物
論
」
と
い
う
言
葉
は
、
こ
れ
を
批
判
し
否
定
す
る
立
場

の
人
た
ち
が
広
め
た
の
で
は
な
い
か
と
す
る
見
解
が
あ
る
が
、
あ
な
が
ち
誤
り
と
は
言
え
な
い
。
井
上
円
了
の
唯
物
論
理
解
も
こ
の

線
上
に
位
置
す
る
。
だ
が
、
ヨ
巴
戊
『
芭
一
゜
・
∋
の
語
尾
は
「
主
義
」
で
あ
っ
て
「
論
」
で
は
な
く
、
語
幹
は
∋
巴
Φ
『
で
あ
っ
て
「
物
だ

け
」
と
い
う
意
味
を
含
ま
な
い
。

　
佐
々
木
氏
が
言
及
し
て
い
る
西
洋
に
関
し
て
言
う
と
、
『
羅
独
－
独
羅
学
術
語
彙
辞
典
』
（
麻
生
建
ほ
か
編
、
哲
学
書
房
、
一
九
八
九

年
）
に
よ
れ
ば
、
　
一
八
世
紀
ド
イ
ッ
に
ζ
巴
Φ
『
邑
冨
日
⊂
°
。
と
い
う
言
葉
は
見
あ
た
ら
ず
、
ζ
巴
9
巴
巨
が
ヴ
ォ
ル
フ
（
9
旨
旨
コ

≦
。
一
頃
）
の
一
七
五
五
年
の
著
作
に
8
壱
5
口
⊆
巴
5
の
訳
語
と
し
て
一
度
出
て
く
る
だ
け
の
よ
う
で
あ
る
。
ラ
ン
ゲ
（
翌
6
合
合

〉
一
ひ
6
口
じ
き
零
）
の
『
唯
物
論
史
』
（
一
八
八
六
年
）
の
本
文
冒
頭
一
節
に
、
「
唯
物
論
は
哲
学
と
同
じ
ぐ
ら
い
古
い
が
、
そ
れ
よ
り
古

い
こ
と
は
な
い
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
通
説
で
は
哲
学
史
は
タ
レ
ス
か
ら
始
ま
る
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
ラ
ン
ゲ
に
従
え
ば
唯
物
論

の
始
ま
り
は
「
万
物
の
根
源
は
水
だ
」
と
言
っ
た
タ
レ
ス
か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
る
は
ず
だ
が
、
ラ
ン
ゲ
自
身
は
古
代
原
子
論
者
の

デ
モ
ク
リ
ト
ス
か
ら
論
を
展
開
し
て
い
る
。
不
可
分
の
実
体
で
あ
る
原
子
が
「
物
」
な
い
し
「
物
質
」
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
疑
問

が
残
る
が
、
こ
の
疑
問
は
逆
に
、
「
物
」
な
い
し
「
物
質
」
と
は
何
か
と
い
う
問
題
に
戻
さ
れ
る
。
「
物
」
や
「
物
質
」
は
ラ
テ
ン
語

で
は
∋
巴
⑦
ユ
①
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
こ
窪
（
イ
デ
ア
、
観
念
）
や
唱
三
こ
の
（
霊
、
精
神
）
あ
る
い
は
8
〔
ヨ
叫
（
形
相
）
に
対
す
る
対
概
念

で
あ
る
か
ら
、
∋
巴
①
旨
は
「
実
在
」
「
物
質
」
「
質
料
」
だ
と
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
唯
物
論
は
、
実
在
論
、
物
質
主
義
、
質
料
主

義
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
唯
物
論
は
、
イ
デ
ア
や
観
念
や
形
相
よ
り
も
物
質
や
質
料
を
根
源
的
な
も
の
と
考
え
る
立
場
を
い
う
と

言
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
で
も
ま
だ
漠
然
と
し
す
ぎ
て
い
る
。
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田
畑
稔
氏
に
よ
れ
ば
（
「
二
一
世
紀
と
「
批
判
的
唯
物
論
』
の
存
在
理
由
」
『
季
報
唯
物
論
研
究
』
第
八
二
号
、
二
〇
〇
二
年
）
、
　
一
七
世

紀
の
ヘ
ン
リ
・
モ
ア
（
＝
①
已
ユ
7
】
O
「
①
）
の
『
神
学
対
話
』
（
一
六
六
八
年
）
に
、
日
巴
m
『
［
①
言
辞
と
呼
ば
れ
る
ヒ
ュ
ロ
バ
レ
ス
と
い
う
人

物
が
登
場
し
、
「
世
界
に
は
物
体
（
6
0
壱
5
）
あ
る
い
は
物
質
（
日
§
旨
）
で
な
い
も
の
は
何
も
な
い
」
と
主
張
し
て
い
る
、
と
い

う
。
こ
の
人
物
の
モ
デ
ル
は
ロ
ッ
ク
ら
し
い
が
、
教
義
と
し
て
は
ホ
ッ
ブ
ズ
で
あ
ろ
う
、
と
田
畑
氏
は
推
測
す
る
。
た
し
か
に
ホ
ッ

ブ
ズ
は
、
す
べ
て
存
在
す
る
も
の
は
物
体
だ
が
、
物
体
の
原
因
は
運
動
で
あ
り
、
い
っ
さ
い
の
現
象
や
変
化
の
原
理
は
運
動
に
ほ
か

な
ら
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
（
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
一
六
五
一
年
）
。
自
然
界
は
物
体
の
延
長
と
そ
の
運
動
と
か
ら
成
り
立
っ
て
お

り
、
人
間
の
肉
体
も
精
神
も
す
べ
て
物
質
運
動
の
延
長
で
あ
る
と
い
う
の
が
ホ
ッ
ブ
ズ
の
考
え
で
あ
っ
て
、
た
し
か
に
こ
れ
は
文
字

通
り
唯
物
論
で
あ
ろ
う
。
ホ
ッ
ブ
ズ
の
機
械
論
的
な
発
想
は
一
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
ド
・
ラ
メ
ト
リ
や
ド
ル
バ
ッ
ク
、
デ
ィ
ド
ロ
ら

に
継
承
さ
れ
、
こ
れ
ら
は
「
フ
ラ
ン
ス
唯
物
論
」
と
総
称
さ
れ
る
。
他
方
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
ピ
エ
ー
ル
・
ベ
ー
ル
の
『
歴
史
批

評
辞
典
』
の
書
評
の
な
か
で
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
と
ホ
ッ
ブ
ズ
が
「
魂
は
物
質
的
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
批
判

し
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
を
最
大
の
唯
物
論
者
、
プ
ラ
ト
ン
を
最
大
の
観
念
論
者
と
評
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
、
現
象
界
と
物
自
体
を
分

け
、
唯
物
論
か
観
念
論
か
と
い
う
一
面
的
な
見
方
を
退
け
た
が
、
そ
の
後
し
ば
ら
く
は
観
念
論
全
盛
時
代
と
な
る
。
　
一
八
四
〇
年
代

に
な
っ
て
、
「
宗
教
、
少
な
く
と
も
キ
リ
ス
ト
教
は
、
人
間
が
自
分
自
身
に
対
し
て
と
る
態
度
」
で
あ
り
「
神
的
本
質
と
は
人
間
的

本
質
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
」
と
主
張
す
る
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
よ
っ
て
唯
物
論
は
復
活
し
た
。
マ
ル
ク
ス
は
、
物
欲
に
お
ぼ

れ
る
人
を
「
救
い
が
た
い
唯
物
論
」
と
呼
ぶ
一
方
、
一
八
四
四
年
手
稿
で
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
感
性
論
を
「
真
の
唯
物
論
」
と

呼
び
、
み
ず
か
ら
唯
物
論
の
立
場
に
立
つ
こ
と
を
表
明
し
た
が
、
「
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
・
テ
ー
ゼ
」
二
八
四
五
年
）
で
は
、
フ
ォ

イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
を
含
め
た
従
来
の
唯
物
論
は
感
性
を
た
だ
客
体
と
し
て
の
み
捉
え
、
「
感
性
的
人
間
的
な
活
動
、
実
践
と
し
て
、
主

体
的
に
捉
え
て
い
な
い
」
と
批
判
し
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
と
の
共
著
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
（
一
八
四
五
～
四
六
年
）
で
は
さ
ら
に
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み
ず
か
ら
独
自
の
実
践
的
唯
物
論
を
展
開
し
て
、
人
間
は
社
会
的
存
在
で
あ
り
、
他
の
人
間
た
ち
と
の
交
通
の
欲
求
か
ら
他
者
を
対

象
化
し
、
他
者
と
関
係
を
結
び
、
し
か
も
そ
の
関
係
を
関
係
と
し
て
知
る
が
、
こ
の
関
係
性
な
し
に
は
意
識
自
体
が
成
り
立
た
な
い

と
し
、
「
意
識
と
は
意
識
さ
れ
た
存
在
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。
そ
し
て
、
人
間
の
存
在
と
は
彼
ら
の
現
実
的
な
生
活
過
程
の

謂
い
で
あ
る
。
」
し
た
が
っ
て
、
「
意
識
が
生
活
を
規
定
す
る
の
で
は
な
く
、
生
活
が
意
識
を
規
定
す
る
」
と
主
張
し
た
。
マ
ル
ク
ス

の
言
う
唯
物
論
は
、
す
べ
て
を
い
わ
ゆ
る
「
物
質
」
に
還
元
す
る
理
論
で
は
な
く
、
現
実
の
生
活
過
程
か
ら
も
の
ご
と
を
見
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
。

　
マ
ル
ク
ス
の
よ
う
な
唯
物
論
理
解
に
立
て
ば
、
井
上
円
了
が
妖
怪
学
講
義
で
行
っ
た
、
人
び
と
の
あ
い
だ
に
広
ま
る
妖
怪
談
の
い

わ
ば
唯
物
論
的
な
分
析
も
、
た
ん
な
る
「
タ
ダ
モ
ノ
論
」
的
分
析
と
は
異
な
る
意
味
を
持
ち
う
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
詳

し
く
は
次
章
で
検
討
す
る
が
、
そ
の
前
に
、
佐
々
木
氏
が
示
唆
し
た
、
「
母
、
源
な
ど
を
意
味
す
る
ラ
テ
ン
語
の
∋
知
8
『
に
淵
源
す

る
」
と
い
う
マ
テ
リ
ア
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
も
う
少
し
見
て
お
き
た
い
。

　
前
述
の
よ
う
に
、
唯
物
論
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
原
語
日
忠
o
旨
＝
°
・
日
は
ま
さ
に
∋
巴
m
『
冨
主
義
で
あ
る
が
、
∋
巴
①
「
口
は
ギ
リ

シ
ア
語
の
耳
［
m
に
由
来
し
、
何
か
を
作
り
出
す
素
材
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
素
材
や
木
材
は
女
性
や
母
の
象
徴
と
見
な
さ
れ
る

こ
と
か
ら
、
フ
ロ
イ
ト
は
『
精
神
分
析
学
入
門
』
（
一
九
一
七
年
）
で
、
大
西
洋
に
浮
か
ぶ
森
林
で
覆
わ
れ
た
マ
デ
ィ
ラ
島
に
言
及

し
、
マ
デ
ィ
ラ
と
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
で
木
材
な
い
し
∋
巴
⑦
旨
を
意
味
す
る
と
述
べ
、
窓
註
6
一
田
1
1
匡
o
一
N
知
1
1
∋
c
・
吟
而
『
品
と
い
う
派
生

関
係
を
認
め
て
い
る
。
石
塚
正
英
氏
は
『
歴
史
知
と
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
ー
信
仰
・
歴
史
・
民
族
』
（
理
想
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
で
、

フ
ロ
イ
ト
と
同
様
の
発
想
か
ら
、
唯
物
論
す
な
わ
ち
日
讐
9
ω
言
ヨ
は
「
母
主
義
」
で
あ
る
と
し
、
唯
物
論
の
ル
ー
ツ
を
、
観
念
論

的
な
ギ
リ
シ
ア
で
は
な
く
、
エ
ー
ゲ
海
人
と
し
て
の
タ
レ
ス
に
発
展
的
に
継
承
さ
れ
た
フ
ェ
ニ
キ
ア
的
世
界
観
に
求
め
て
い
る
。

「
唯
物
論
は
神
々
の
根
拠
お
よ
び
根
源
で
あ
る
」
と
い
う
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
言
葉
は
、
こ
の
フ
ェ
ニ
キ
ア
的
な
母
主
義
を
も
と
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に
し
て
初
め
て
理
解
で
き
る
と
石
塚
氏
は
言
う
が
、
唯
物
論
の
新
た
な
展
開
を
期
待
さ
せ
る
見
方
と
言
え
る
。

見
方
も
、
井
上
円
了
の
妖
怪
学
を
検
討
す
る
際
に
お
お
い
に
参
考
に
な
る
と
筆
者
は
考
え
る
。

　
章
を
改
め
て
、
円
了
の
妖
怪
学
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た

90

第
二
章
　
妖
怪
学
と
唯
物
論

　
井
上
円
了
は
、
妖
怪
に
つ
い
て
語
る
に
は
ま
ず
も
っ
て
一
定
の
整
理
が
必
要
で
あ
る
と
言
う
。

　
ま
ず
、
個
人
や
社
会
の
作
為
的
意
図
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
る
「
偽
怪
」
と
、
偶
然
に
起
こ
っ
た
出
来
事
を
誤
っ
て
妖
怪
と
認
め
る

「
誤
怪
」
の
二
つ
は
、
ほ
ん
ら
い
妖
怪
の
名
に
値
せ
ず
、
「
虚
怪
」
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
実
怪
」
と
い
う
も
の
が

あ
り
、
こ
れ
に
は
自
然
的
な
妖
怪
で
あ
る
「
仮
怪
」
と
、
超
理
的
妖
怪
で
あ
る
「
真
怪
」
と
が
あ
る
。
真
怪
は
人
知
の
及
ば
な
い
妖

怪
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
超
理
的
で
あ
る
が
、
ま
っ
た
く
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
真
怪
の
話
は
あ
と
に
し

て
、
こ
こ
で
は
前
者
の
仮
怪
に
焦
点
を
絞
ろ
う
。
こ
れ
は
二
種
類
に
大
別
で
き
る
。
物
怪
と
心
怪
で
あ
る
。
物
怪
は
物
理
的
妖
怪
の

略
称
、
心
怪
は
心
理
的
妖
怪
の
略
称
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
、
こ
の
両
者
の
関
係
か
ら
生
じ
る
妖
怪
も
あ
り
、
そ
れ
は
「
鬼
火
、
不

知
火
の
ご
と
き
は
単
純
な
る
物
理
的
妖
怪
に
し
て
、
奇
夢
、
霊
夢
の
ご
と
き
は
単
純
な
る
心
理
的
妖
怪
な
り
。
し
か
し
て
、
コ
ッ
ク

リ
、
催
眠
術
、
魔
法
、
幻
術
の
ご
と
き
に
至
り
て
は
、
物
心
相
関
の
妖
怪
と
い
う
べ
し
」
も
の
で
あ
る
（
妖
怪
一
Φ
－
N
N
）
。

　
あ
る
い
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
表
現
も
見
ら
れ
る
。
「
天
変
地
異
、
草
木
禽
獣
の
変
態
、
異
状
の
ご
と
き
は
物
に
属
す
る
妖
怪
に
し

て
、
こ
れ
を
物
理
的
妖
怪
と
名
付
」
け
る
が
、
こ
う
し
た
物
理
的
妖
怪
は
、
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
に
触
れ
て
初
め
て
生
じ
、
ま
た
わ
れ

わ
れ
の
感
覚
の
状
態
に
応
じ
て
変
化
、
異
同
す
る
も
の
が
あ
る
か
ら
、
い
ず
れ
も
心
性
を
離
れ
て
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
妖
怪
そ
の
も
の
は
す
べ
て
心
性
に
属
す
る
（
同
右
一
Φ
－
⑦
O
↓
°
）
。
そ
れ
ゆ
え
妖
怪
学
は
、
こ
れ
を
狭
く
捉
え
れ
ば
心
理
学
の



応
用
学
で
あ
る
（
同
右
宗
－
Φ
゜
。
）
。
そ
れ
な
ら
ば
、
妖
怪
は
す
べ
て
心
的
現
象
か
と
言
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、

そ
も
そ
も
物
理
的
妖
怪
と
い
う
区
分
概
念
そ
の
も
の
が
無
意
味
で
あ
る
。
円
了
は
あ
く
ま
で
も
物
理
的
妖
怪
と
心
理
的
妖
怪
と
を
区

別
し
て
、
こ
う
述
べ
る
。
「
外
界
と
は
わ
が
目
前
の
物
質
世
界
を
い
い
、
内
界
と
は
わ
が
体
内
の
精
神
す
な
わ
ち
心
性
世
界
を
い

う
。
し
か
し
て
余
は
、
そ
の
い
わ
ゆ
る
外
界
の
妖
怪
は
、
み
な
内
界
の
精
神
作
用
に
よ
り
生
じ
、
外
物
は
た
だ
こ
れ
が
誘
因
、
助
因

と
な
る
の
み
。
ゆ
え
に
心
理
的
妖
怪
は
内
界
に
発
顕
す
る
も
の
に
限
る
と
な
す
。
も
し
真
に
外
界
に
存
す
る
も
の
あ
ら
ば
、
こ
れ
心

理
的
に
あ
ら
ず
し
て
物
理
的
な
り
。
」
（
同
右
一
？
。
。
一
）

　
要
す
る
に
、
円
了
に
と
っ
て
は
、
物
か
心
か
と
い
う
二
元
論
的
な
発
想
が
間
違
い
で
あ
り
、
正
し
く
は
物
心
一
元
論
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
理
論
的
に
は
「
物
心
の
本
体
一
な
り
と
す
る
一
元
論
」
を
と
る
が
、
妖
怪
を
物
理
的
と
心
理
的
と
に
分
け
る
の
は
、
あ

く
ま
で
も
「
た
だ
説
明
の
便
宜
上
よ
り
仮
説
せ
し
に
過
ぎ
ざ
る
の
み
」
（
同
右
一
Φ
ふ
・
⊃
①
）
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
上
で
、
物
理
的
妖

怪
は
、
近
代
科
学
の
分
類
に
応
じ
て
さ
ら
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
区
分
さ
れ
る
。
物
理
学
的
妖
怪
（
光
線
の
反
射
屈
折
等
よ
り
生
ず
る
変
象

の
ご
と
き
も
の
）
、
化
学
的
妖
怪
（
諸
元
素
の
包
合
分
解
に
よ
り
て
生
ず
る
変
象
の
ご
と
き
も
の
）
、
天
文
学
的
妖
怪
（
彗
星
、
流
星
の
ご
と

き
も
の
）
、
地
質
学
的
妖
怪
（
化
石
、
結
晶
石
の
ご
と
き
も
の
）
、
動
物
学
的
妖
怪
（
熱
田
の
鶏
の
類
）
、
植
物
学
的
妖
怪
（
下
加
茂
の
柊

の
類
）
等
々
。
他
方
、
心
理
的
妖
怪
は
、
外
界
に
現
ず
る
も
の
（
幽
霊
、
鬼
神
、
悪
魔
、
天
狗
の
類
）
、
他
人
の
媒
介
に
よ
り
て
行
う

も
の
（
巫
蜆
、
降
神
術
、
人
相
、
墨
色
、
九
星
、
方
位
、
卜
笈
、
祈
薦
、
察
心
、
催
眠
の
類
）
、
自
己
の
身
心
上
に
発
す
る
も
の
（
夢
、
眠

行
、
感
通
、
神
通
、
幻
覚
、
妄
想
、
諸
精
神
病
の
類
）
の
三
種
類
に
分
け
ら
れ
る
（
同
右
宗
あ
自
）
。

　
こ
の
よ
う
な
最
新
の
学
問
的
な
成
果
を
受
け
入
れ
て
妖
怪
を
説
明
す
る
と
な
る
と
、
そ
れ
は
必
然
的
に
「
経
験
的
説
明
法
」
と
な

ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
お
の
ず
か
ら
「
唯
物
論
を
根
拠
と
す
る
も
の
」
と
な
る
と
円
了
は
言
う
（
同
右
」
？
巴
）
。
自
分

は
決
し
て
唯
物
論
者
で
は
な
い
が
、
「
万
有
の
間
に
存
す
る
妖
怪
は
、
万
有
の
道
理
に
よ
り
て
説
明
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
と
信
じ
、
こ
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の
説
明
法
に
よ
り
て
予
が
目
的
を
達
せ
ん
と
す
」
（
同
右
）
と
言
う
の
で
あ
る
。
物
理
的
妖
怪
も
心
理
的
妖
怪
も
、
そ
の
原
理
は
唯

一
で
あ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
仮
怪
を
追
い
払
う
際
に
は
経
験
的
説
明
法
を
と
り
、
真
怪
を
開
き
現
す
際
に
は
ほ
ん
ら
い
の
理
想
的
説
明

法
を
と
る
、
と
円
了
は
繰
り
返
し
弁
明
し
て
い
る
（
同
右
」
O
－
置
）
。

　
つ
づ
い
て
妖
怪
の
具
体
的
な
解
明
に
入
る
。
円
了
は
ま
ず
人
間
と
妖
怪
と
の
関
わ
り
を
歴
史
的
に
概
観
す
る
。
太
古
の
時
代
に

は
、
「
人
び
と
は
い
ま
だ
物
心
の
な
ん
た
る
を
知
ら
ず
、
万
有
を
見
て
こ
れ
を
怪
し
む
ゆ
え
ん
を
知
ら
ず
。
物
心
一
致
、
彼
我
別
な

く
」
「
実
に
無
思
無
想
」
で
あ
っ
て
、
こ
の
段
階
で
は
い
か
な
る
妖
怪
も
存
在
し
な
い
。
「
妖
怪
学
は
、
人
知
よ
う
や
く
進
み
て
物
心

内
外
の
別
よ
う
や
く
生
じ
、
結
果
を
見
て
原
因
を
探
り
、
原
因
を
知
り
て
結
果
を
求
む
る
に
至
り
て
、
は
じ
め
て
起
こ
る
も
の
な

り
。
こ
の
と
き
に
あ
り
て
は
す
な
わ
ち
万
有
こ
と
ご
と
く
妖
怪
に
し
て
、
日
月
も
妖
怪
な
り
、
星
辰
も
妖
怪
な
り
、
風
雨
山
川
ま
た

み
な
妖
怪
な
ら
ざ
る
は
な
し
。
」
（
同
右
声
O
－
。
。
㎝
『
）
要
す
る
に
、
物
心
の
あ
い
だ
に
な
ん
ら
か
の
齪
頗
や
差
異
が
生
じ
た
と
き
に
妖
怪

が
生
じ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
人
知
の
発
達
に
よ
っ
て
物
心
を
分
け
て
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、
妖
怪
が

生
じ
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
ふ
た
た
び
逆
に
言
え
ば
、
妖
怪
の
出
現
は
人
知
の
あ
り
方
に
由
来
す
る
か
ら
、
妖
怪
を
退
治

す
る
に
は
人
知
を
刷
新
す
る
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
民
の
教
育
が
必
要
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
話
を
戻
す
が
、
さ
て
、
こ
う
し
た
人
知
発
達
時
代
の
第
一
期
は
感
覚
時
代
で
あ
る
。
「
感
覚
時
代
と
は
、
万
有
の
解
釈
を
与
う
る

に
、
吾
人
の
感
覚
に
て
見
聞
し
得
ら
る
る
、
形
質
上
の
も
の
の
み
に
よ
り
て
説
明
を
与
う
る
時
代
な
り
。
け
だ
し
当
時
の
人
知
い
ま

だ
無
形
無
質
の
も
の
を
考
う
る
に
至
ら
ず
、
一
切
の
事
物
は
み
な
感
覚
以
内
、
経
験
以
内
に
と
ど
め
、
た
と
い
物
心
の
二
元
あ
る
を

知
る
も
、
と
も
に
有
形
質
の
も
の
と
信
じ
、
物
質
上
の
説
明
を
与
え
り
。
」
（
同
右
宗
－
。
。
。
。
）

　
第
二
期
は
想
像
時
代
で
あ
る
。
こ
の
段
階
に
な
る
と
、
有
形
質
の
ほ
か
に
無
形
質
の
存
在
に
気
づ
き
、
「
経
験
以
外
に
無
形
世
界

を
想
立
す
る
に
至
る
」
。
無
形
世
界
は
心
的
世
界
に
と
ど
ま
ら
ず
、
「
鬼
神
も
死
後
の
世
界
も
、
み
な
こ
れ
を
無
形
と
し
て
想
像
す
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る
」
。
感
覚
時
代
に
は
風
雨
山
川
み
な
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
霊
が
あ
る
と
考
え
多
神
を
信
じ
た
が
、
想
像
時
代
に
は
そ
う
し
た
多
神
を
無

形
的
に
考
え
る
だ
け
で
は
な
く
、
「
多
神
の
上
さ
ら
に
一
神
あ
る
と
想
定
す
る
に
至
る
」
（
同
右
一
？
㊤
8
。

　
第
三
期
は
推
理
時
代
で
あ
り
、
虚
構
や
想
像
を
交
え
ず
確
実
な
推
理
に
よ
っ
て
有
形
無
形
を
考
察
す
る
。
こ
れ
が
す
な
わ
ち
「
今

日
の
学
術
時
代
」
で
あ
る
（
同
右
）
。
こ
の
段
階
に
至
っ
て
ま
だ
妖
怪
に
ふ
り
ま
わ
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
迷
誤
に
す
ぎ
な
い
。

迷
誤
が
生
じ
る
原
因
を
取
り
除
く
に
は
つ
ぎ
の
点
に
注
意
す
れ
ば
良
い
。
す
な
わ
ち
、
「
第
一
、
世
間
に
伝
う
る
妖
怪
は
、
こ
と
ご

と
く
事
実
と
し
て
信
拠
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
。
第
二
、
知
識
、
学
問
の
進
む
に
従
っ
て
妖
怪
の
減
少
す
る
こ
と
。
第
三
、
論
理
作
用

の
誤
謬
に
よ
り
て
妖
怪
を
生
出
す
る
こ
と
。
」
（
同
右
」
Φ
あ
。
。
）
逆
に
言
え
ば
、
つ
ね
に
実
証
的
精
神
を
も
っ
て
諸
事
を
考
察
す
る
こ

と
、
知
識
や
学
問
を
修
得
す
る
こ
と
、
論
理
的
な
訓
練
を
積
む
こ
と
、
こ
れ
に
よ
っ
て
妖
怪
を
駆
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し

た
考
え
の
も
と
で
、
全
六
巻
に
お
よ
ぶ
妖
怪
学
講
義
が
書
か
れ
、
ま
た
全
国
津
々
浦
々
の
巡
講
が
行
わ
れ
た
。

　
こ
こ
で
は
具
体
例
と
し
て
、
幽
霊
と
、
狐
に
妖
（
ば
）
か
さ
れ
る
話
、
そ
し
て
河
童
伝
説
を
取
り
あ
げ
た
い
。

　
井
上
円
了
に
よ
れ
ば
、
幽
霊
の
有
無
は
霊
魂
不
滅
論
に
基
づ
く
が
、
自
分
は
霊
魂
不
滅
を
信
じ
る
が
ゆ
え
に
幽
霊
も
実
在
す
る
と

考
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
世
に
い
わ
ゆ
る
幽
霊
は
霊
魂
論
と
は
性
質
を
異
に
し
、
そ
の
十
中
八
九
ま
で
が
人
為
的
な
い
し
偶
然
的

な
も
の
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
そ
の
意
味
で
は
自
分
は
幽
霊
現
存
説
を
と
ら
な
い
。
そ
れ
に
加
え
て
、
世
に
い
わ
ゆ
る
幽
霊
談
に
つ
い

て
、
そ
れ
が
事
実
か
虚
偽
か
は
判
別
で
き
な
い
が
ゆ
え
に
、
そ
う
い
っ
た
幽
霊
談
に
つ
い
て
も
説
明
で
き
な
い
と
い
う
（
妖
怪
声
。
。
－

呂
）
。
そ
の
よ
う
に
断
っ
た
上
で
、
彼
は
幽
霊
を
分
析
す
る
。

　
幽
霊
が
存
在
す
る
と
さ
れ
る
原
因
は
、
内
因
と
外
因
に
分
け
ら
れ
る
。
前
者
は
「
幽
霊
に
つ
き
て
吾
人
の
有
す
る
記
憶
や
観
念
」

に
由
来
し
、
後
者
は
「
幽
霊
の
現
象
を
引
き
起
こ
す
べ
き
外
界
の
事
物
」
に
由
来
す
る
。
こ
れ
を
事
情
の
面
か
ら
考
察
す
る
と
、
内

情
と
し
て
は
「
一
、
疲
労
、
衰
弱
、
憂
患
、
哀
痛
、
恐
怖
の
場
合
。
二
、
予
期
、
専
思
、
熱
情
の
場
合
。
三
、
疾
病
、
発
狂
、
精
神
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諸
病
の
場
合
」
が
考
え
ら
れ
、
外
情
と
し
て
は
「
一
、
薄
暮
、
夜
中
の
ご
と
き
事
物
の
判
明
せ
ざ
る
と
き
。
二
、
山
間
、
深
林
の
ご

と
き
寂
蓼
た
る
場
所
。
三
、
死
人
の
あ
り
た
る
家
、
も
し
く
は
墓
畔
、
柳
陰
の
ご
と
き
幽
霊
の
連
想
を
有
す
る
場
所
」
が
考
え
ら
れ

る
（
同
右
一
。
。
6
①
）
。
内
因
に
し
ろ
外
因
に
し
ろ
、
あ
る
い
は
ま
た
内
情
に
し
ろ
外
情
に
し
ろ
、
い
ず
れ
も
学
問
的
に
解
明
で
き
る
こ

と
が
ら
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
幽
霊
に
つ
い
て
は
霊
魂
不
滅
論
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
い
、
と
い
う
の
が
井
上
円
了
の
考
え
で
あ

る
。
疲
労
や
衰
弱
が
肉
体
的
の
み
な
ら
ず
精
神
的
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
精
神
諸
病
の
場
合
同
様
、
そ
の
原
因
は
精
神
内
部
と
い
う

よ
り
は
ほ
と
ん
ど
が
外
部
に
求
め
ら
れ
る
が
ゆ
え
に
、
学
問
的
な
解
明
が
可
能
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
こ
こ
で
も
経
験
的
説

明
、
言
い
換
え
れ
ば
、
唯
物
論
的
説
明
が
有
効
で
あ
る
。

　
つ
ぎ
に
、
狐
に
妖
か
さ
れ
る
話
を
見
て
み
よ
う
。
円
了
は
、
狐
が
人
を
妖
か
す
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
七
つ
の
疑
問
を
呈
し
て

い
る
。
（
一
）
狐
は
、
動
物
学
上
そ
の
身
体
構
造
も
神
経
組
織
も
知
能
程
度
も
動
物
中
高
位
を
占
め
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
人
を
妖

か
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
狐
よ
り
数
等
上
位
の
猿
や
象
が
人
を
妖
か
さ
な
い
の
は
な
ぜ
か
、
な
ぜ
狐
だ
け
が
人
を
妖
か
す

の
か
。
（
二
）
狐
は
東
洋
に
も
西
洋
に
も
い
る
の
に
、
な
ぜ
日
本
と
中
国
の
狐
だ
け
が
人
を
妖
か
し
、
西
洋
で
は
そ
う
い
う
話
が
聞

か
れ
な
い
の
か
。
（
三
）
狐
が
妖
か
す
の
は
必
ず
、
知
識
乏
し
き
人
、
臆
病
者
、
酒
酔
い
者
、
下
等
の
人
等
に
多
く
、
一
般
の
誰
彼

で
も
良
い
わ
け
で
は
な
い
の
は
な
ぜ
か
。
（
四
）
狐
が
人
を
妖
か
す
の
は
朝
や
日
中
で
な
く
日
暮
れ
や
夜
間
で
あ
り
、
市
街
や
村
落

で
な
く
寂
し
い
山
中
や
社
林
、
墓
所
等
で
あ
る
の
は
な
ぜ
か
。
（
五
）
未
開
の
時
代
や
未
開
の
地
方
に
多
く
、
教
育
が
普
及
し
た
現

在
に
少
な
い
の
は
な
ぜ
か
。
（
六
）
臆
病
者
や
無
知
な
人
と
言
っ
て
も
、
小
児
や
精
神
障
害
者
に
こ
れ
が
見
ら
れ
な
い
の
は
な
ぜ

か
。
（
七
）
狐
が
、
動
物
中
最
高
位
に
あ
る
人
間
を
妖
か
す
の
で
あ
れ
ば
、
人
間
以
下
の
犬
や
猫
や
兎
等
の
諸
動
物
を
妖
か
す
の
は

い
っ
そ
う
容
易
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
そ
う
い
う
話
を
聞
い
た
こ
と
が
な
い
の
は
な
ぜ
か
。

　
こ
れ
ら
の
疑
問
点
を
念
頭
に
お
い
て
狐
に
妖
か
さ
れ
る
話
を
分
析
し
て
み
る
と
、
狐
妖
が
生
じ
る
の
は
、
「
狐
は
人
を
妖
か
す
」
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と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
人
に
限
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
、
と
円
了
は
言
う
。

　
　
　
「
狐
妖
の
原
因
は
、
狐
妖
の
記
憶
に
あ
り
。
す
な
わ
ち
、
古
来
狐
妖
に
関
す
る
言
い
伝
え
の
記
憶
に
あ
る
な
り
。
ゆ
え
に
、

　
　
「
狐
の
人
を
妖
か
す
」
に
あ
ら
ず
。
「
人
の
人
を
妖
か
す
」
も
の
な
る
を
知
る
べ
し
。
換
言
す
れ
ば
、
狐
に
人
を
妖
か
す
の
能
力

　
　
あ
る
に
あ
ら
ず
し
て
、
人
心
中
に
そ
の
原
因
あ
る
を
知
る
べ
し
。
し
か
れ
ど
も
、
狐
、
決
し
て
こ
の
こ
と
に
関
係
な
し
と
す
べ

　
　
か
ら
ず
。
人
、
か
ね
て
狐
の
実
体
を
目
撃
せ
し
こ
と
あ
る
か
、
あ
る
い
は
絵
画
、
も
し
く
は
昔
話
な
ど
に
よ
り
て
見
聞
せ
し
こ

　
　
と
あ
る
か
、
ま
た
狐
に
よ
り
て
妖
か
さ
れ
た
る
言
い
伝
え
の
あ
る
場
所
を
通
過
す
る
こ
と
あ
る
か
の
事
情
が
、
一
つ
は
記
憶
に

　
　
存
し
、
一
つ
は
実
際
に
接
見
し
て
起
こ
る
も
の
な
れ
ば
、
狐
そ
の
も
の
が
原
因
の
一
種
た
る
に
相
違
な
し
。
た
だ
し
、
誘
因
と

　
　
な
る
の
み
。
」
（
妖
怪
一
ぺ
－
自
ぺ
声
）

　
狐
が
人
を
妖
か
す
の
で
は
な
く
、
狐
を
介
し
て
人
み
ず
か
ら
が
自
分
自
身
を
妖
か
す
と
い
う
構
造
が
わ
か
れ
ば
、
も
は
や
狐
に
妖

か
さ
れ
る
人
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
ゆ
え
に
、
大
切
な
こ
と
は
、
教
育
を
普
及
し
人
知
を
発
達
さ
せ
て
、
こ
う
し
た
誤
っ
た
記
憶
を

払
拭
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
、
円
了
は
こ
の
狐
妖
の
演
説
を
締
め
括
っ
て
い
る
。
狐
妖
の
分
析
は
鋭
い
と
思
わ
れ

る
が
、
そ
こ
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
教
訓
は
単
純
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
河
童
伝
説
も
こ
れ
と
ま
っ
た
く
同
様
の
現
象
で
あ
る
と
円
了
は
言
う
。
河
童
伝
説
は
古
代
よ
り
あ
り
、
そ
の
話
が
繰
り
返
し
語
ら

れ
て
人
び
と
の
記
憶
に
残
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
た
ま
た
ま
水
中
に
一
物
あ
る
の
を
見
て
こ
れ
を
河
童
と
誤
認
す
る
の
で
あ
っ
て
、

世
の
中
が
し
だ
い
に
開
け
て
行
く
に
従
っ
て
河
童
伝
説
も
衰
滅
に
向
か
う
。
し
た
が
っ
て
逆
に
言
え
ば
、
世
の
中
が
開
け
て
行
く
に

従
っ
て
河
童
伝
説
が
衰
滅
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
伝
説
が
古
代
未
開
人
の
妄
想
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
円
了

は
説
明
す
る
（
妖
怪
」
。
。
－
毘
O
）
。
し
か
し
、
自
然
破
壊
が
進
み
、
河
川
環
境
が
悪
化
し
た
時
代
に
住
む
わ
れ
わ
れ
か
ら
す
る
と
、
河

童
伝
説
の
衰
滅
は
も
っ
と
違
う
要
因
を
は
ら
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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数
多
存
在
す
る
妖
怪
談
の
中
か
ら
い
ま
幽
霊
と
狐
妖
と
河
童
伝
説
の
み
を
取
り
あ
げ
た
が
、
円
了
に
言
わ
せ
れ
ば
、
い
ず
れ
も
迷

誤
に
由
来
す
る
も
の
に
す
ぎ
ず
、
学
問
的
に
容
易
に
説
明
が
つ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
除
去
す
る
の
は
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
一
寸
立
ち
止
ま
っ
て
考
え
て
み
た
い
。
幽
霊
談
も
、
人
が
狐
に
妖
か
さ
れ
る
話
も
、
河
童
伝
説
も
、
た
し
か
に

い
ず
れ
も
容
易
に
学
問
的
に
説
明
が
つ
く
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
な
お
多
く
の
人
が
い
ま
だ
に
こ
う
い
っ

た
妖
怪
談
を
信
じ
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
教
育
が
行
き
届
い
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
と
い
う
の
は
ほ
ん
と
う
だ
ろ
う
か
。
妖
怪
は

人
知
の
迷
誤
に
由
来
す
る
か
ら
、
妖
怪
の
発
生
原
因
を
明
ら
か
に
し
、
人
び
と
に
そ
う
し
た
迷
誤
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
と
啓
蒙
し
て

歩
け
ば
、
こ
の
世
か
ら
妖
怪
が
消
滅
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
人
び
と
は
こ
の
世
か
ら
妖
怪
が
消
滅
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る

の
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
れ
を
望
ん
で
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
幽
霊
談
も
狐
妖
も
河
童
伝
説
も
と
う
の
昔
に
消
滅
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
。
人
び
と
は
、
幽
霊
や
狐
妖
や
河
童
伝
説
を
通
し
て
、
む
し
ろ
こ
の
世
の
合
理
的
で
タ
ダ
モ
ノ
論
的
な
生
活
か
ら
一
時
的
に
せ
よ

脱
け
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
井
上
円
了
は
ど
の
よ
う
に
答
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
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お
わ
り
に
ー
妖
怪
学
と
マ
テ
リ
ア
リ
ズ
ム

　
　
　
「
仰
い
で
天
文
を
望
め
ば
、
日
月
星
辰
、
秩
然
と
し
て
羅
列
す
る
も
の
、
一
つ
と
し
て
妖
怪
な
ら
ざ
る
は
な
し
。
傭
し
て
地

　
　
理
を
察
す
る
に
、
山
川
草
木
、
欝
然
と
し
て
森
立
す
る
も
の
、
ま
た
こ
と
ご
と
く
妖
怪
な
り
。
風
の
薫
々
と
し
て
葉
上
に
吟
ず

　
　
る
も
、
水
の
混
々
と
し
て
石
間
に
走
る
も
、
人
の
相
遇
っ
て
喜
び
、
相
離
れ
て
悲
し
む
も
、
怪
中
の
怪
、
妖
中
の
妖
な
ら
ざ
る

　
　
な
し
。
」
（
妖
怪
声
Φ
ふ
＝
）

　
井
上
円
了
は
、
妖
怪
の
こ
と
ご
と
く
を
払
拭
し
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。
学
術
的
に
容
易
に
説
明
で
き
る
よ
う
な
妖
怪
は
、
真

の
妖
怪
で
は
な
く
仮
怪
に
す
ぎ
ず
、
人
は
そ
ん
な
も
の
に
振
り
ま
わ
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
唯
物
論
は
自
分
が
と



る
立
場
で
は
な
い
が
、
人
心
を
無
暗
に
迷
わ
せ
て
い
る
仮
怪
を
払
拭
す
る
た
め
に
は
唯
物
論
は
有
効
で
あ
る
と
円
了
は
認
め
る
。
し

か
し
、
唯
物
論
が
、
タ
ダ
モ
ノ
論
で
あ
り
、
唯
一
物
質
し
か
そ
の
実
在
を
認
め
な
い
立
場
で
あ
る
か
ぎ
り
、
虚
怪
や
仮
怪
は
退
治
で

き
て
も
、
そ
の
先
の
真
怪
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
真
の
妖
怪
す
な
わ
ち
こ
の
森
羅
万
象
の
世
界
は
た
だ
の
物
で

は
な
く
、
物
心
一
体
不
可
分
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
井
上
円
了
に
よ
る
妖
怪
と
唯
物
論
と
の
関
係
に
つ
い

て
の
考
え
で
あ
る
。

　
だ
が
、
も
の
ご
と
を
現
実
の
生
活
過
程
か
ら
捉
え
、
さ
ら
に
そ
れ
を
成
り
立
た
し
め
て
い
る
母
胎
と
し
て
の
素
材
、
根
拠
、
根
源

を
求
め
る
立
場
と
し
て
唯
物
論
を
理
解
す
る
な
ら
ば
、
井
上
円
了
が
妖
怪
学
講
義
で
分
析
し
て
み
せ
た
世
界
、
す
な
わ
ち
、
偽
怪
、

誤
怪
、
虚
怪
、
仮
怪
そ
れ
ぞ
れ
が
さ
ま
ざ
ま
に
入
り
乱
れ
て
存
在
す
る
庶
民
の
生
活
世
界
こ
そ
、
こ
う
し
た
マ
テ
リ
ア
リ
ズ
ム
に

よ
っ
て
よ
り
よ
く
捉
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
人
び
と
が
生
を
営
む
日
常
世
界
、
そ
し
て
自
然
全
体
を
成
り
立
た
し
め
て

い
る
根
源
が
真
怪
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
仮
怪
と
別
の
と
こ
ろ
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
真
怪
の
追
究
は
、
仮

怪
入
り
乱
れ
る
こ
の
生
活
世
界
で
な
さ
れ
る
ほ
か
な
く
、
井
上
円
了
は
事
実
そ
う
し
た
作
業
を
行
い
、
そ
れ
を
『
妖
怪
学
』
全
六
巻

に
ま
と
め
、
全
国
津
々
浦
々
を
歩
い
て
人
び
と
と
会
話
を
交
わ
し
た
の
で
あ
っ
た
。
牽
強
付
会
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ

う
し
た
研
究
方
法
こ
そ
が
ほ
ん
ら
い
の
マ
テ
リ
ア
リ
ズ
ム
の
具
体
的
作
業
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ

ん
そ
れ
は
、
井
上
円
了
の
意
図
と
は
お
そ
ら
く
真
っ
向
か
ら
反
対
の
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
し
か
じ
か
の
こ
と
は
た
だ
の

偶
然
の
一
致
に
す
ぎ
な
い
、
人
心
の
錯
誤
、
迷
誤
に
す
ぎ
な
い
、
一
種
の
心
理
現
象
に
す
ぎ
な
い
、
等
々
と
繰
り
返
し
指
摘
し
た
と

こ
ろ
で
、
妖
怪
談
が
い
ま
だ
に
消
滅
す
る
こ
と
が
な
い
の
は
、
合
理
主
義
的
、
タ
ダ
モ
ノ
論
的
な
妖
怪
退
治
や
、
真
怪
へ
の
教
育
的

啓
蒙
な
ど
で
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
浩
酩
な
全
六
巻
の
妖
怪
学
講
義
は
、
哲
学
の
み
な
ら
ず
民
俗
学
そ
の
他
の

学
問
の
格
好
の
資
料
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
語
源
に
遡
っ
て
捉
え
直
さ
れ
つ
つ
あ
る
マ
テ
リ
ア
リ
ズ
ム
の
豊
富
な
実
例
集
と
し
て
再
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評
価
し
う
る
可
能
性
に
満
ち
て
い
る
。
逆
に
言
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
彼
の
妖
怪
学
は
読
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
「
吾
人
、
仰
い
で
観
、
傭
し
て
察
す
る
と
き
は
、
自
然
に
一
種
高
遠
玄
妙
の
感
想
を
喚
起
す
。
こ
れ
す
な
わ
ち
、
理
想
の
大

　
　
怪
物
の
光
景
に
感
接
し
た
る
と
き
な
り
。
こ
れ
よ
り
、
よ
う
や
く
そ
の
心
に
精
究
す
れ
ば
、
よ
う
や
く
そ
の
真
相
を
開
顕
し
、

　
　
つ
い
に
心
天
測
荘
た
る
と
こ
ろ
、
た
だ
理
想
一
輪
の
明
月
を
仰
ぎ
、
一
大
世
界
こ
と
ご
と
く
霊
然
た
る
神
光
の
中
に
森
立
す
る

　
　
を
見
る
べ
し
。
こ
の
と
き
は
じ
め
て
、
こ
の
世
界
の
理
想
世
界
な
る
こ
と
を
了
知
す
る
な
り
。
す
で
に
ひ
と
た
び
理
想
世
界
な

　
　
る
を
知
り
て
再
び
万
有
を
観
見
す
れ
ば
、
噂
々
た
る
鳥
声
も
研
々
た
る
花
容
も
、
み
な
理
想
の
真
景
実
相
な
る
を
領
得
す
べ

　
　
し
。
」
（
同
右
一
？
N
輪
）

　
こ
の
理
想
世
界
は
、
観
念
的
な
天
上
世
界
で
は
な
く
、
こ
の
地
上
世
界
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
内
山
節
氏
は
『
共
同
体
の
基
礎
理

論
　
自
然
と
人
間
の
基
層
か
ら
』
（
農
文
協
、
二
〇
一
〇
年
）
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
読
む
と
、
井
上
円
了
の
妖

怪
退
治
は
明
治
政
府
の
国
民
統
合
政
策
に
加
担
す
る
所
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
念
が
生
じ
る
。

　
　
　
「
日
本
と
い
う
国
家
と
人
民
の
関
係
を
つ
く
り
だ
し
て
い
こ
う
と
す
る
と
き
、
そ
の
前
に
た
ち
は
だ
か
っ
て
い
た
の
は
農
村

　
　
共
同
体
で
あ
り
、
こ
の
農
村
共
同
体
を
解
体
す
る
た
め
に
は
共
同
体
の
精
神
世
界
を
壊
し
て
し
ま
う
必
要
が
あ
っ
た
。
な
ぜ
な

　
　
ら
日
本
の
農
村
共
同
体
が
強
固
で
あ
っ
た
大
き
な
理
由
は
、
人
々
が
共
同
体
の
な
か
に
生
と
死
の
統
合
さ
れ
た
世
界
を
、
自
然

　
　
と
人
間
の
共
振
す
る
世
界
を
み
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
単
な
る
利
益
共
同
体
な
ら
、
別
の
利
益
を
提
示
す
れ
ば
崩
れ
る
か
も
し

　
　
れ
な
い
。
だ
が
共
同
体
に
、
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
永
遠
の
世
界
が
あ
る
と
な
れ
ば
、
よ
り
よ
い
条
件
提
示
く
ら
い
で
は
ど

　
　
う
に
も
な
ら
な
い
。
そ
し
て
共
同
体
に
永
遠
を
感
じ
る
精
神
世
界
の
核
に
、
自
然
へ
の
信
仰
で
あ
り
祖
霊
へ
の
信
仰
で
あ
る
精

　
　
神
が
、
生
と
死
、
自
然
と
人
間
を
一
体
的
に
と
ら
え
て
い
く
精
神
が
存
在
し
て
い
た
。
」
（
一
四
〇
ペ
ー
ジ
）

　
妖
怪
を
退
治
し
て
人
間
を
解
放
す
る
の
で
は
な
く
、
妖
怪
を
悪
用
す
る
人
間
を
退
治
し
、
そ
う
し
た
悪
辣
な
人
間
の
意
志
か
ら
む
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し
ろ
妖
怪
を
こ
そ
解
放
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
円
了
の
言
う
真
怪
を
も
見
失
う

こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
す
で
に
現
代
人
か
ら
真
怪
へ
の
思
い
す
ら
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
の
一
因
は
、

合
理
的
タ
ダ
モ
ノ
論
的
な
妖
怪
退
治
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
フ
ェ
ニ
キ
ア
的
な
母
主
義
と
し
て
の
マ
テ
リ
ア
リ
ズ
ム
の

具
体
化
が
待
た
れ
る
所
以
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。
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