
は
じ
め
に

井
上
円
了
の
妖
怪
学
の
形
成
過
程
に
つ
い
て
は
︑
す
で
に
三
浦
節
夫
に
よ
っ
て
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
(

)
︒
妖
怪
に
関
す
る

１

研
究
自
体
は
明
治
一
七
︵
一
八
八
四
︶
年
に
始
ま
り
︑
同
一
九
年
一
月
に
は
﹁
不
思
議
研
究
会
﹂
を
設
立
し
て
三
回
の
会
合
が
開
催

さ
れ
た
が
︑
円
了
自
身
が
病
の
た
め
運
営
を
続
け
ら
れ
ず
休
会
︑
そ
の
ま
ま
立
ち
消
え
と
な
っ
た
︒
そ
の
後
も
資
料
収
集
は
続
け
ら

れ
︑
同
一
八
年
七
月
の
﹁
易
ヲ
論
ス
﹂︵﹃
学
芸
志
林
﹄︶︑
同
二
〇
年
二
月
の
﹁
こ
ッ
く
り
様
ノ
話
﹂︵
﹃
哲
学
会
雑
誌
﹄
︶
と
関
連
す
る

著
作
も
発
表
さ
れ
る
が
︑
こ
の
頃
は
ま
だ
妖
怪
学
な
る
学
問
分
野
の
構
想
に
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
︒
哲
学
館
設
立
後
︑
初

年
度
か
ら
妖
怪
に
関
す
る
講
義
が
始
め
ら
れ
た
も
の
の
︑
そ
れ
は
﹁
心
理
学
︵
応
用
并
妖
怪
説
明
︶﹂
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
︒
明
治

二
四
年
か
ら
﹃
哲
学
館
講
義
録
﹄
に
掲
載
さ
れ
る
﹁
妖
怪
学
﹂
に
至
っ
て
さ
え
︑
ま
だ
妖
怪
学
は
﹁
応
用
心
理
学
の
一
部
分
﹂
と
い

う
位
置
づ
け
で
あ
り
︑
妖
怪
学
が
﹁
学
﹂
と
し
て
体
系
化
さ
れ
成
立
す
る
の
は
︑
明
治
二
六
︵
一
八
九
三
︶
年
一
一
月
か
ら
同
二
七

年
一
〇
月
に
か
け
て
刊
行
さ
れ
た
﹃
哲
学
館
講
義
録
﹄
中
の
﹁
第
七
学
年
度
妖
怪
学
﹂
に
お
い
て
で
あ
っ
た
と
い
う
(

)
︒

２

明
治
二
四
年
時
点
で
の
﹁
妖
怪
の
ご
と
き
は
多
少
心
理
学
に
お
い
て
研
究
し
て
お
っ
た
け
れ
ど
も
︑
い
ま
だ
一
科
の
学
と
は
な
り

ま
せ
ん
﹂︑﹁
こ
の
妖
怪
の
ご
と
き
も
ま
た
︑
十
分
に
研
究
を
尽
く
し
た
な
ら
ば
︑
必
ず
一
つ
の
学
科
と
な
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
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う
と
思
い
ま
す
｣(
)
と
い
っ
た
円
了
の
発
言
か
ら
は
︑
た
ま
た
ま
妖
怪
学
の
端
緒
と
な
っ
た
の
が
心
理
学
的
方
法
に
よ
る
研
究
で

３

あ
っ
た
た
め
︑
そ
の
形
成
過
程
の
一
時
期
に
お
い
て
は
妖
怪
学
が
心
理
学
に
従
属
し
て
い
た
も
の
の
︑
心
理
学
的
研
究
に
付
け
加
え

る
形
で
物
理
学
を
含
む
多
様
な
研
究
が
蓄
積
さ
れ
る
こ
と
で
︑
心
理
学
的
研
究
は
妖
怪
学
に
含
ま
れ
る
多
く
の
方
法
論
の
う
ち
の
一

つ
で
あ
る
﹁
心
理
学
部
門
﹂
へ
と
格
下
げ
さ
れ
た
︑
と
い
う
成
立
過
程
が
推
測
さ
れ
よ
う
︒
と
こ
ろ
が
︑
実
際
に
は
﹃
妖
怪
学
講
義
﹄

刊
行
以
後
の
円
了
の
妖
怪
学
関
連
著
作
に
お
い
て
も
︑
心
理
学
が
妖
怪
学
の
中
で
一
種
特
権
的
な
地
位
に
あ
る
か
の
よ
う
な
主
張
は

散
見
す
る
︒
妖
怪
学
と
心
理
学
の
間
に
は
︑
何
ら
か
本
質
的
な
関
係
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒

そ
も
そ
も
円
了
に
と
っ
て
の
妖
怪
は
︑
決
し
て
何
ら
か
の
実
体
を
伴
う
概
念
で
は
な
か
っ
た
︒
幽
霊
︑
天
狗
︑
鬼
神
︑
狐
狸
︑
人

魂
等
︑
さ
ら
に
は
占
い
や
呪
い
︑
暦
や
方
角
の
吉
凶
に
つ
い
て
の
慣
習
を
も
含
む
幅
広
い
概
念
が
妖
怪
で
あ
り
︑
一
応
は
﹁
異
常
に

し
て
不
思
議
な
る
も
の
﹂
と
定
義
さ
れ
︑
妖
怪
学
と
は
そ
の
﹁
妖
怪
の
原
理
を
論
究
し
て
そ
の
現
象
を
説
明
す
る
学
﹂
で
あ
る
︵﹃
妖

怪
学
講
義
﹄﹁
緒
言
﹂
二
〇
頁
︶︒
し
か
し
︑
何
を
異
常
や
不
思
議
と
感
じ
る
か
は
時
代
や
教
育
の
程
度
に
よ
っ
て
異
な
る
た
め
︑
こ

う
し
て
定
義
さ
れ
る
妖
怪
の
範
囲
は
定
準
の
無
い
主
観
的
あ
る
い
は
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
︒
世
間
が
妖
怪
と
見
な
し

て
い
る
も
の
も
︑
多
く
は
学
者
が
見
れ
ば
何
ら
不
思
議
で
は
な
く
︑
物
理
的
・
心
理
的
に
原
理
を
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
な
現
象
で

あ
る
か
ら
︑
妖
怪
と
は
実
は
﹁
通
俗
的
に
解
す
れ
ば
異
常
︑
変
態
︑
不
思
議
な
る
も
の
に
し
て
︑
学
理
上
よ
り
解
す
れ
ば
迷
誤
と
す

べ
﹂
き
も
の
で
あ
る
と
も
語
ら
れ
る
︵﹃
妖
怪
学
講
義
﹄﹁
総
論
﹂
六
〇
頁
︶︒
知
識
や
感
情
の
あ
り
方
な
ど
の
条
件
に
よ
っ
て
︑
妖
怪

と
妖
怪
で
な
い
も
の
の
境
は
ど
の
よ
う
に
も
変
動
す
る
の
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
も
ち
ろ
ん
﹁
迷
誤
﹂
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
︑
妖
怪
な
ど
存
在
し
な
い
︑
そ
れ
ゆ
え
論
じ
る
に
足
り
な
い
と
い
う
の
で

は
な
い
︒
む
し
ろ
︑
妖
怪
と
妖
怪
で
な
い
も
の
の
境
界
線
な
ど
は
本
来
存
在
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
現
実
に
人
々
が
妖
怪
を
特

別
な
も
の
と
し
て
語
り
︑
畏
怖
し
︑
行
為
す
る
と
い
う
︑
妖
怪
が
妖
怪
と
し
て
生
み
出
さ
れ
る
仕
組
み
に
こ
そ
円
了
は
注
意
を
向
け
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て
い
る
︒
円
了
に
よ
れ
ば
︑﹁
妖
怪
の
原
理
﹂
は
結
局
の
と
こ
ろ
心
的
な
過
程
で
あ
っ
て
︑
い
わ
ば
狭
義
の
心
理
的
妖
怪
だ
け
で
な
く

広
義
の
心
理
的
妖
怪
が
あ
る
の
で
あ
り
︑
後
者
は
妖
怪
の
全
体
を
含
ん
で
し
ま
う
︒

例
え
ば
狐
惑
︑
狐
憑
き
の
ご
と
き
︑
幽
霊
の
ご
と
き
︑
み
な
心
よ
り
呼
び
起
こ
す
と
こ
ろ
の
妖
怪
で
あ
る
︒
さ
れ
ば
︑
心
は
妖

怪
の
母
と
申
し
て
よ
ろ
し
い
︒
そ
の
う
え
に
︑
妖
怪
を
見
て
妖
怪
と
知
る
は
み
な
心
の
作
用
に
相
違
な
い
︒
ゆ
え
に
万
物
の
中

に
て
︑
心
を
も
っ
て
妖
怪
の
巨
魁
と
申
し
て
よ
か
ろ
う
︒︵﹃
迷
信
解
﹄
六
七
六
頁
︶

単
に
異
常
心
理
等
と
し
て
心
理
学
で
説
明
が
可
能
な
妖
怪
が
多
い
と
い
う
だ
け
で
な
く
︑
何
か
を
﹁
異
常
に
し
て
不
思
議
﹂
な
物

事
と
し
て
分
節
化
す
る
の
が
人
間
の
﹁
心
﹂
で
あ
る
以
上
︑
二
重
の
意
味
で
︑
妖
怪
を
妖
怪
た
ら
し
め
て
い
る
の
は
﹁
心
﹂
で
あ
る
︒

そ
の
﹁
心
﹂
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
問
う
の
が
円
了
に
と
っ
て
の
心
理
学
で
あ
り
︑
錯
誤
や
妄
想
と
し
て
の
局
所
的
な
心
理
現

象
に
還
元
す
る
よ
う
な
分
析
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒

以
下
︑
本
稿
で
確
認
し
て
い
く
よ
う
に
︑
妖
怪
を
生
む
﹁
心
﹂
が
実
は
世
界
を
現
在
あ
る
よ
う
な
世
界
た
ら
し
め
て
い
る
﹁
心
﹂

で
も
あ
る
と
し
て
︑
認
識
論
的
な
問
題
に
ま
で
踏
み
込
む
こ
と
で
素
朴
実
在
論
を
否
定
し
︑
一
方
で
は
カ
ン
ト
の
い
う
不
可
知
の
﹁
物

自
体
﹂
へ
と
目
を
向
け
さ
せ
る
よ
う
な
形
而
上
学
に
通
じ
︑
ま
た
仏
教
が
伝
統
的
に
説
い
て
き
た
唯
心
論
的
な
世
界
観
に
も
通
じ
る

学
問
と
し
て
︑
円
了
は
心
理
学
を
論
じ
て
い
た
︒
そ
の
よ
う
な
独
自
の
関
心
に
導
か
れ
た
心
理
学
で
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
妖
怪

学
と
の
関
係
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
円
了
の
学
問
・
思
想
全
体
の
中
で
の
妖
怪
学
の
位
置
が
よ
り
正
確
に
理
解
さ
れ
る
は
ず
で

あ
る
︒
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一

妖
怪
学
と
心
理
学
と
の
関
係

既
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
円
了
の
妖
怪
学
は
哲
学
館
に
お
い
て
︑
心
理
学
の
応
用
と
し
て
講
義
さ
れ
た
も
の
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
︒

﹃
哲
学
館
講
義
録
﹄
に
お
い
て
初
め
て
掲
載
さ
れ
た
妖
怪
に
関
す
る
講
義
録
は
﹁
心
理
学
︵
応
用
并
妖
怪
説
明
︶﹂︵
明
治
二
一
︵
一
八

八
八
︶
年
一
月
︑
第
一
年
級
第
二
号
︶
で
あ
る
が
︑
そ
こ
で
は
﹁
心
理
学
は
理
論
と
応
用
の
二
科
を
分
か
ち
︑
応
用
の
部
に
は
も
っ

ぱ
ら
妖
怪
の
説
明
を
与
え
ん
と
欲
す
る
な
り
︒
妖
怪
に
は
種
々
の
類
あ
り
て
︑
あ
る
い
は
心
理
の
関
係
な
き
も
の
あ
る
べ
し
と
い
え

ど
も
︑
十
中
八
九
は
心
性
作
用
の
上
に
生
ず
る
な
り
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
三
浦
節
夫
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
独
立
し
た
学
問
分
野
と

し
て
の
妖
怪
学
は
ま
だ
構
想
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
心
理
学
を
応
用
す
る
た
め
の
分
析
対
象
と
し
て
妖
怪
が
扱
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
︒

ま
た
︑﹁
心
理
学
︵
応
用
并
妖
怪
説
明
︶﹂
の
三
年
後
︑
一
一
一
頁
に
わ
た
っ
て
論
じ
ら
れ
︑
明
確
に
妖
怪
学
と
い
う
学
名
を
掲
げ

て
い
る
最
初
の
講
義
録
で
あ
る
﹁
妖
怪
学
﹂︵﹃
哲
学
館
講
義
録
﹄
明
治
二
四
～
二
五
年
)(
)
に
お
い
て
も
︑
ま
だ
そ
れ
は
﹁
応
用
心
理

４

学
の
一
部
分
﹂
で
あ
り
︑
物
心
二
種
の
妖
怪
の
う
ち
﹁
心
理
的
妖
怪
﹂
の
み
を
説
明
す
る
も
の
と
限
定
さ
れ
て
い
た
︒

妖
怪
学
は
応
用
心
理
学
の
一
部
分
と
し
て
講
述
す
る
も
の
に
し
て
︑
こ
れ
に
学
の
字
を
付
す
る
も
︑
決
し
て
一
科
完
成
せ
る
学

を
義
と
す
る
に
あ
ら
ず
︒
た
だ
妖
怪
の
事
実
を
収
集
し
て
︑
こ
れ
に
心
理
学
上
の
説
明
を
与
え
ん
こ
と
を
試
む
る
に
過
ぎ
ず
︒

す
な
わ
ち
︑
心
理
学
の
学
説
を
実
際
に
応
用
し
て
事
実
を
説
明
し
︑
も
っ
て
心
理
考
究
の
一
助
と
な
す
の
み
︒
︵﹁
妖
怪
学
﹂
一

三
頁
︶

と
は
い
え
︑
実
は
こ
の
時
点
で
す
で
に
妖
怪
の
分
類
体
系
は
概
ね
整
い
︑﹁
妖
怪
研
究
は
万
有
普
遍
の
規
則
に
も
と
づ
き
︑
内
外
両

界
の
関
係
を
究
め
︑
物
象
の
実
体
︑
心
象
の
本
源
に
さ
か
の
ぼ
り
︑
妖
怪
の
真
相
を
開
現
す
る
﹂︑
つ
ま
り
﹁
偽
妖
怪
を
払
い
去
り
て
︑
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真
妖
怪
を
現
じ
出
だ
す
﹂
と
い
う
妖
怪
学
の
目
的
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
た
︒
用
語
こ
そ
異
な
れ
ど
︑
後
に
﹁
真
怪
﹂
と
呼
ば
れ
る

こ
と
に
な
る
真
理
︵﹁
真
妖
怪
﹂︶
の
顕
現
が
最
終
目
標
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
明
言
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
上
で
︑
そ
れ
は
円
了
に
と
っ

て
﹁
心
理
考
究
﹂
の
目
指
す
と
こ
ろ
と
一
致
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
︒
後
の
﹃
妖
怪
学
講
義
﹄
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
妖
怪
学
の
要

点
は
ほ
ぼ
出
揃
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
そ
れ
を
な
お
﹁
心
理
学
講
義
の
一
部
分
﹂
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
︑
円
了
の
妖
怪
学

が
い
か
に
心
理
学
に
多
く
を
負
っ
て
い
た
か
が
わ
か
る
︒

そ
し
て
︑
妖
怪
学
の
一
つ
の
完
成
形
と
し
て
﹃
妖
怪
学
講
義
﹄
全
部
門
が
刊
行
さ
れ
る
に
及
ん
で
さ
え
︑
心
理
学
と
の
特
別
な
関

係
が
繰
り
返
し
示
唆
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒﹃
妖
怪
学
講
義
﹄
で
は
学
際
的
・
総
合
的
学
問
領
域
と
し
て
の
﹁
妖
怪
学
﹂
が
提
唱

さ
れ
︑﹁
理
学
部
門
﹂﹁
医
学
部
門
﹂﹁
純
正
哲
学
部
門
﹂﹁
心
理
学
部
門
﹂﹁
宗
教
学
部
門
﹂﹁
教
育
学
部
門
﹂﹁
雑
部
門
﹂
と
い
う
七
つ

の
部
門
へ
と
拡
張
さ
れ
て
い
る
も
の
の
︑
全
て
の
分
野
が
同
程
度
に
注
力
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
︒
円
了
は
理
学
・
医
学
に
つ

い
て
は
自
身
の
専
門
外
で
あ
る
と
し
て
︑﹁
憶
測
を
も
っ
て
論
断
を
下
し
た
る
も
の
す
く
な
し
と
せ
ず
﹂
と
断
っ
て
お
り
︑
自
身
が
妖

怪
学
と
し
て
探
求
し
よ
う
と
し
た
中
心
的
な
内
容
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
仄
め
か
す
︵﹃
妖
怪
学
講
義
﹄﹁
諸
言
﹂
四
一
頁
︶︒
さ
ら
に
︑

そ
の
理
学
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
べ
き
物
理
的
妖
怪
さ
え
︑
よ
り
深
く
論
じ
る
な
ら
ば
︑﹁
心
性
﹂
に
よ
っ
て
存
在
せ
し
め
ら
れ
る
も

の
と
さ
れ
て
い
る
︒

物
理
的
妖
怪
も
︑
ま
た
わ
が
感
覚
に
触
れ
て
の
ち
生
じ
︑
わ
が
感
覚
の
状
態
に
応
じ
て
変
化
︑
異
同
あ
る
も
の
な
れ
ば
︑
決
し

て
全
く
心
性
を
離
れ
て
存
す
る
も
の
に
あ
ら
ざ
る
な
り
︒
か
つ
ま
た
︑
さ
き
に
定
む
る
が
ご
と
く
︑
妖
怪
を
も
っ
て
迷
誤
と
な

す
と
き
は
︑
妖
怪
そ
の
も
の
は
全
体
︑
心
性
に
属
す
る
や
明
ら
か
な
り
︒
こ
れ
を
も
っ
て
︑
妖
怪
は
も
と
よ
り
心
性
を
も
と
と

し
て
論
ぜ
ざ
る
を
得
ず
︒︵﹃
妖
怪
学
講
義
﹄﹁
総
論
﹂
六
五
頁
︶
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そ
れ
ゆ
え
︑
こ
こ
で
も
妖
怪
学
は
﹁
狭
く
こ
れ
を
い
え
ば
心
理
学
の
応
用
学
に
し
て
︑
広
く
こ
れ
を
い
え
ば
百
科
諸
学
の
応
用
学
﹂

で
あ
っ
て
︑﹁
心
理
学
を
牙
城
と
し
︑
理
学
を
前
門
と
し
︑
純
正
哲
学
を
後
門
﹂
と
す
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
︵
同
書
︑
六
八
頁
︶︒

理
学
↓
心
理
学
↓
純
正
哲
学
と
い
う
順
序
で
並
ぶ
学
問
領
域
の
う
ち
︑
と
く
に
心
理
学
を
本
丸
と
す
る
と
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ

ろ
う
か
︒

そ
の
同
時
期
に
︑﹁
妖
怪
学
と
心
理
学
と
の
関
係
﹂︵
明
治
二
七
年
︑﹃
哲
学
雑
誌
﹄
九
︱
九
一
︶
と
い
う
文
章
も
著
さ
れ
て
お
り
︑

妖
怪
学
に
お
け
る
心
理
学
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
︒
内
容
と
し
て
は
﹃
妖
怪
学
講
義
﹄
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
た
こ
と
の
繰
り

返
し
も
多
い
が
︑
ま
ず
﹁
妖
怪
学
も
他
の
諸
学
も
︑
そ
の
原
理
原
則
に
い
た
り
て
は
も
と
よ
り
一
に
し
て
二
致
な
し
と
い
え
ど
も
︑

そ
の
応
用
に
い
た
り
て
は
お
の
ず
か
ら
二
様
に
分
か
る
︒
換
言
す
れ
ば
︑
世
間
一
般
の
学
術
は
そ
の
理
を
広
く
尋
常
一
般
の
現
象
上

に
応
用
し
︑
妖
怪
学
は
特
に
異
常
変
態
の
上
に
こ
れ
を
応
用
す
る
も
の
な
り
﹂︵﹁
妖
怪
学
と
心
理
学
と
の
関
係
﹂︵﹃
甫
水
論
集
﹄︶
八

三
頁
︶
と
︑
妖
怪
学
の
学
問
世
界
で
の
位
置
づ
け
を
論
じ
て
い
る
︒﹁
物
心
両
界
の
上
に
尋
常
と
異
常
と
の
二
種
あ
﹂
る
以
上
︑﹁
こ

れ
を
研
究
す
る
学
問
に
も
ま
た
二
種
な
か
る
べ
か
ら
ず
﹂
と
い
う
わ
け
で
あ
る
︒
そ
の
上
で
︑
そ
れ
ら
諸
学
問
分
野
に
お
け
る
﹁
変
﹂

を
扱
う
妖
怪
学
の
中
で
︑
心
理
学
は
人
間
心
理
に
お
け
る
﹁
変
﹂
を
扱
う
一
部
門
と
し
て
の
﹁
心
理
的
妖
怪
学
﹂
で
あ
る
に
と
ど
ま

ら
ず
︑
妖
怪
学
全
体
に
関
わ
る
特
別
な
地
位
に
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
く
︒

そ
れ
心
象
上
の
妖
怪
は
す
な
わ
ち
仮
怪
の
一
種
に
し
て
︑
自
然
界
に
属
す
る
妖
怪
の
一
部
分
に
ほ
か
な
ら
ざ
れ
ど
も
︑
吾
人
の

心
は
外
界
と
相
結
び
て
人
間
界
を
組
織
し
︑
ま
た
よ
く
内
界
と
相
通
じ
て
真
怪
を
開
示
す
る
も
の
な
れ
ば
︑
こ
の
心
象
は
偽
怪

及
び
真
怪
に
ま
た
が
り
て
三
大
種
の
妖
怪
と
関
係
を
有
す
る
も
の
と
す
︒
こ
れ
の
故
に
余
は
心
理
学
を
も
っ
て
妖
怪
学
の
中
心

本
位
と
定
む
る
な
り
︵﹁
妖
怪
学
と
心
理
学
と
の
関
係
﹂
八
七
頁
︶
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﹃
妖
怪
学
講
義
﹄の
さ
き
の
引
用
と
同
じ
く
︑物
理
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
よ
う
な
﹁
仮

怪
﹂
に
つ
い
て
も
︑﹁
外
界
の
万
象
は
皆
我
心
面
に
映
ず
る
も
の
な
れ
ば
︑
心
面
の
変
化

に
伴
う
て
外
界
も
亦
変
化
す
る
所
な
か
る
べ
か
ら
ず
﹂
で
あ
る
か
ら
︑﹁
物
理
的
妖
怪
を

研
究
す
る
変
式
的
諸
学
﹂
も
﹁
心
理
的
妖
怪
学
﹂
を
踏
ま
え
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
︒

そ
し
て
︑
人
為
的
な
は
か
り
ご
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
﹁
偽
怪
﹂
が
人
間
心
理
に
関
係
す

る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
︑
一
方
で
﹁
真
怪
﹂
に
も
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
︑

﹁
心
理
学
と
妖
怪
学
と
は
尤
も
重
大
の
関
係
を
有
す
る
﹂︵
同
書
︑
九
七
頁
︶
と
い
う
︒

後
者
は
円
了
独
自
の
心
理
学
理
解
に
関
わ
る
重
要
な
問
題
で
あ
る
が
︑
本
書
で
は
ほ
と

ん
ど
説
明
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
た
だ
樹
形
図
を
掲
げ
て
︑﹁
心
体
は
真
怪
に
関
し
︑
心
象
は

仮
怪
に
関
し
︑
あ
わ
せ
て
理
怪
に
及
ぼ
す
も
の
な
り
﹂
と
︑
結
論
の
み
示
さ
れ
て
い
る

︵
図
一
︶︒
円
了
は
観
察
可
能
な
心
理
的
現
象
︵﹁
心
象
﹂︶
と
︑
そ
の
本
体
と
し
て
の
何

ら
か
の
実
在
︵﹁
心
体
﹂︶
と
に
分
け
て
﹁
心
﹂
を
理
解
し
て
お
り
︑
後
者
が
﹁
真
怪
﹂

と
関
係
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
︒

妖
怪
が
生
じ
る
過
程
に
お
け
る
物
界
と
心
界
の
関
係
に
つ
い
て
は
︑
以
下
の
よ
う
な

や
や
詳
し
い
説
明
が
あ
る
︒﹁
心
象
﹂
は
﹁
感
覚
﹂︑﹁
知
力
﹂
︑﹁
情
緒
﹂︑﹁
意
志
﹂
の
四

つ
に
分
類
さ
れ
て
お
り
︑
本
書
で
は
そ
の
う
ち
﹁
感
覚
﹂︵
そ
の
異
常
な
も
の
と
し
て
の

﹁
変
覚
﹂︶
の
み
に
つ
い
て
説
明
し
︑
あ
と
は
省
略
さ
れ
て
い
る
︒
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図一 「妖怪学と心理学の関係」八八頁



変
覚
は
︑
事
物
と
事
物
と
の
関
係
相
対
に
よ
り
て
︑
多
少
そ
の
形
を
変
じ
て
わ
が
感
覚
上
に
現
る
る
も
の
を
い
う
︒
例
え
ば
同

一
の
太
陽
に
し
て
︑
朝
時
と
中
天
の
時
と
に
よ
り
︑
そ
の
大
小
を
異
に
す
る
が
ご
と
し
︒
つ
ぎ
に
幻
覚
と
は
︑
そ
の
原
因
は
外

界
よ
り
入
り
き
た
り
し
も
︑
こ
れ
に
心
内
の
想
像
の
加
わ
る
あ
り
て
︑
全
く
別
物
と
し
て
感
ず
る
を
い
う
︒
例
え
ば
縄
を
見
て

蛇
と
認
め
︑
木
骨
を
見
て
鬼
形
と
な
す
が
ご
と
し
︒
つ
ぎ
に
妄
覚
と
は
︑
全
く
外
界
に
そ
の
原
因
な
く
︑
ひ
と
り
内
界
の
想
像

に
よ
り
て
起
こ
る
も
の
に
し
て
︑
例
え
ば
物
な
き
に
物
を
見
︑
音
な
き
に
音
を
聞
く
が
ご
と
き
を
い
う
な
り
﹂︵
同
書
︑
八
九
頁
︶
︒

つ
ま
り
︑
何
か
が
妖
怪
と
し
て
認
識
さ
れ
る
と
き
︑
主
と
し
て
物
の
側
に
原
因
が
あ
る
場
合
︑
物
と
心
の
両
方
に
原
因
が
あ
る
場

合
︑
心
の
側
に
原
因
が
あ
る
場
合
と
い
う
三
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
と
し
て
い
る
︒
﹁
心
﹂
に
よ
る
認
知
は
単
に
受
動
的
な
も
の
で
あ

る
だ
け
で
な
く
︑︵
通
俗
的
唯
物
論
に
お
い
て
客
観
的
世
界
そ
の
も
の
と
混
同
さ
れ
が
ち
な
︶
現
象
世
界
を
形
成
し
て
い
る
能
動
的
な

も
の
で
あ
る
と
捉
え
る
ゆ
え
に
︑
心
理
学
は
妖
怪
学
の
根
本
に
据
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
よ
う
な
世
界
を
形
成
す
る

能
動
的
な
﹁
心
﹂
の
力
は
︑
物
理
的
・
客
観
的
世
界
と
一
致
す
る
と
さ
れ
て
い
る
﹁
常
﹂
の
世
界
認
識
で
は
な
く
︑
物
理
的
に
は
存

在
し
な
い
も
の
さ
え
存
在
せ
し
め
る
﹁
変
﹂
の
世
界
認
識
と
し
て
の
妖
怪
に
お
い
て
こ
そ
前
景
化
さ
れ
︑
誰
の
目
に
も
明
ら
か
に
な

る
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
︒

二

心
理
学
と
形
而
上
学

で
は
︑
そ
も
そ
も
心
理
学
と
は
円
了
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
学
問
で
あ
っ
た
の
か
︒
結
論
か
ら
言
え
ば
︑
円
了
の
心
理
学
に
関
す

る
言
及
を
見
渡
す
限
り
(

)
︑
そ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
純
正
哲
学
と
の
関
係
に
お
い
て
︑
ま
た
仏
教
の
唯
識
論
と
の
関
係
に
お
い
て
論
じ
ら

５

れ
る
も
の
と
し
て
あ
っ
た
︒
以
下
︑
心
理
学
に
関
す
る
主
要
な
著
作
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
︒
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も
っ
と
も
成
立
の
早
い
﹃
心
理
摘
要
﹄︵
明
治
二
〇
年
九
月
(

)
︶
で
は
︑
ま
ず
﹁
心
理
学
系
統
史
略
﹂
と
題
し
て
︑
西
洋
心
理
学
史

６

を
概
説
し
て
い
る
︒
恩
田
彰
に
よ
れ
ば
︑
こ
れ
は
日
本
に
科
学
的
心
理
学
を
導
入
し
︑
明
治
二
一
年
九
月
に
東
京
大
学
で
心
理
学
を

講
じ
た
元
良
勇
次
郎
の
﹃
心
理
学
﹄︵
金
港
堂
︑
明
治
二
三
年
︶
よ
り
も
早
く
︑
日
本
で
独
自
に
ま
と
め
ら
れ
た
最
初
の
心
理
学
史
で

あ
る
可
能
性
が
高
い
(

)
︒
こ
こ
で
円
了
は
︑﹁
心
﹂︵﹁
心
性
﹂︶
を
め
ぐ
る
古
代
の
哲
学
に
お
け
る
議
論
と
︑
近
代
の
科
学
的
な
心
理

７

学
に
お
け
る
そ
れ
と
の
違
い
を
﹁
心
象
﹂﹁
心
体
﹂
と
い
う
概
念
か
ら
論
じ
て
い
る
︒

今
日
の
心
理
学
は
︑
心
性
の
本
源
実
体
を
論
明
す
る
哲
学
に
あ
ら
ず
し
て
︑
心
性
の
現
象
作
用
を
実
究
す
る
理
学
な
り
︒
術
語

に
て
こ
れ
を
い
え
ば
︑心
体
の
学
に
あ
ら
ず
し
て
心
象
の
学
な
り
︒
し
か
し
て
心
体
を
論
究
す
る
は
純
正
哲
学
の
部
門
に
属
す
︒

し
か
る
に
古
代
に
あ
り
て
心
性
を
論
ぜ
し
も
の
み
な
心
体
を
問
題
と
な
せ
し
は
︑
い
ま
だ
純
正
哲
学
の
範
囲
を
脱
し
て
心
理
学

の
独
立
せ
ざ
り
し
に
よ
る
の
み
︒
近
世
に
至
り
て
も
︑
そ
の
初
代
に
あ
り
て
は
な
お
心
理
学
と
純
正
哲
学
と
の
混
同
せ
し
を
見

る
︒
し
か
し
て
こ
の
両
学
の
判
然
相
分
か
れ
た
る
は
︑
今
を
さ
る
二
〇
〇
年
以
後
の
こ
と
な
り
︒︵﹃
心
理
摘
要
﹄
一
四
頁
︶

こ
の
﹁
心
体
﹂
に
つ
い
て
は
︑﹁
声
色
の
感
覚
︑
喜
哀
の
情
︑
挙
止
︑
動
作
︑
識
別
︑
思
量
等
の
諸
作
用
﹂
が
現
に
あ
る
以
上
︑﹁
こ

れ
を
発
現
す
る
本
体
別
に
な
か
る
べ
か
ら
ず
︒
な
お
︑
太
陽
の
実
体
あ
り
て
光
線
の
発
現
あ
る
が
ご
と
し
﹂
と
︑
存
在
が
想
定
さ
れ

る
が
︑﹁
し
か
し
て
心
象
の
存
す
る
は
我
人
の
直
接
に
知
る
と
こ
ろ
な
れ
ど
も
︑
心
体
の
い
か
ん
に
至
り
て
は
到
底
知
る
べ
か
ら
ず
︒

た
だ
論
理
上
そ
の
有
無
を
推
究
す
る
の
み
﹂
と
い
う
︒
一
方
︑﹁
心
象
﹂
は
現
象
と
し
て
観
察
可
能
で
あ
り
︑
そ
れ
を
経
験
主
義
的
に

研
究
す
る
学
問
と
し
て
︑
西
欧
近
代
の
心
理
学
の
知
見
を
紹
介
す
る
内
容
が
本
書
の
大
部
分
を
占
め
て
い
る
︵
同
書
︑
二
二
頁
︶︒

純
正
哲
学
が
形
而
上
哲
学
・
無
象
哲
学
で
あ
る
の
に
対
し
︑
そ
の
近
代
的
な
心
理
学
は
実
験
哲
学
・
現
象
的
哲
学
で
あ
る
︒
ま
た
︑
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現
象
的
哲
学
に
は
美
学
・
論
理
学
・
倫
理
学
も
含
ま
れ
る
が
︑
そ
れ
ら
は

さ
ら
に
分
類
す
る
な
ら
ば
現
象
的
哲
学
の
中
の
実
用
学
で
あ
っ
て
︑
心
理

学
は
現
象
的
哲
学
中
の
理
論
学
で
あ
る
と
い
う
︒
社
会
学
︑
政
治
学
︑
歴

史
哲
学
︑
言
語
哲
学
︑
宗
教
哲
学
も
ま
た
心
理
学
と
関
係
が
あ
り
︑
中
で

も
教
育
学
に
お
け
る
﹁
心
性
教
育
﹂
は
最
も
心
理
学
と
関
係
が
深
い
と
さ

れ
る
︒

本
書
で
円
了
が
概
説
す
る
の
は
︑
あ
く
ま
で
も
近
代
西
欧
の
科
学
的
な

心
理
学
で
あ
る
︒
古
代
の
哲
学
に
お
い
て
は
﹁
心
体
﹂
を
演
繹
法
に
よ
っ

て
主
観
か
ら
論
じ
て
い
た
の
に
対
し
︑
今
日
の
心
理
学
で
は
﹁
心
象
﹂
を

帰
納
法
に
よ
っ
て
客
観
・
主
観
両
方
か
ら
論
じ
る
と
い
う
︒
し
か
し
︑
そ

れ
ら
﹁
心
象
﹂
の
説
明
を
し
て
い
く
中
に
も
︑
不
自
然
な
ほ
ど
﹁
心
体
﹂

へ
の
言
及
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
︵
図
二
︶︒
ま
た
︑

本
論
部
分
で
近
代
心
理
学
の
知
見
に
よ
る
﹁
心
性
﹂
観
を
概
説
し
た
後
︑

﹁
第
一
〇
章

結
論
﹂
で
は
︑
隣
接
諸
学
と
の
関
係
を
論
じ
る
筆
頭
に
再
び

﹁
心
体
﹂
を
扱
う
純
正
哲
学
を
挙
げ
︑﹁
心
体
は
物
体
の
外
に
存
す
と
唱
う

る
二
元
論
者
﹂︑﹁
心
性
は
物
質
固
有
の
勢
力
に
外
な
ら
ず
と
唱
う
る
唯
物

論
者
﹂︑﹁
物
質
は
心
性
の
妄
見
に
外
な
ら
ず
と
唱
う
る
唯
心
論
者
﹂︑﹁
心

象
の
外
に
心
体
な
し
と
唱
う
る
論
者
﹂︑﹁
感
覚
の
外
に
世
界
な
し
と
唱
う
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る
論
者
﹂
と
い
っ
た
諸
説
が
あ
っ
て
︑﹁
い
ま
だ
一
定
の
説
あ
る
を
見
ず
﹂
と
い
う
︵
同
書
︑
八
三
頁
︶︒

以
上
の
よ
う
に
︑
円
了
が
心
理
学
を
扱
う
際
︑
一
方
で
は
人
事
へ
の
応
用
と
い
う
実
践
志
向
が
あ
り
︑
ま
た
一
方
で
は
︑
通
常
の

心
理
学
で
は
論
じ
な
い
と
自
身
で
い
う
と
こ
ろ
の
﹁
心
体
﹂
を
常
に
強
く
意
識
し
︑
後
に
﹁
真
如
﹂
や
﹁
真
怪
﹂
と
重
ね
ら
れ
る
﹁
心

体
﹂
と
の
関
係
か
ら
﹁
心
象
﹂
を
論
じ
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
指
摘
で
き
る
︒

﹃
心
理
摘
要
﹄
で
は
ま
だ
妖
怪
学
へ
の
言
及
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
︑
ほ
ぼ
同
時
期
に
著
さ
れ
た
﹃
通
信
教
授

心
理
学
﹄
︵
明
治

二
一
年
八
月
)(
)
で
は
︑
末
尾
の
﹁
付
言
﹂
に
お
い
て
﹁
心
理
学
と
は
よ
ほ
ど
の
関
係
を
有
す
る
こ
と
な
れ
ば
﹂
と
前
置
き
し
︑
妖
怪

８

に
つ
い
て
の
情
報
提
供
を
読
者
に
求
め
て
い
た
︒
し
か
し
︑む
し
ろ
同
書
の
本
文
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
心
理
学
概
説
の
中
に
︑

膨
大
か
つ
多
岐
に
わ
た
る
妖
怪
学
の
核
心
部
分
の
一
つ
を
萌
芽
的
な
形
で
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
︒

本
書
は
基
本
的
に
は
西
欧
の
心
理
学
を
わ
か
り
や
す
く
講
義
調
で
概
説
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
︑
心
理
学
が
唯
心
論
的
な
方

法
に
よ
る
真
理
の
探
究
に
も
つ
な
が
る
も
の
で
あ
り
︑
あ
る
い
は
宗
教
的
な
安
心
立
命
を
得
る
た
め
に
役
立
つ
こ
と
が
端
々
に
主
張

さ
れ
て
い
る
︒
冒
頭
の
﹁
開
講
旨
趣
﹂
に
お
い
て
︑﹁
心
性
の
奇
々
妙
々
︑
神
変
不
可
思
議
な
る
こ
と
を
嘆
称
せ
ざ
る
を
得
ざ
る
な
り
﹂

と
し
て
︑
宗
教
的
な
領
域
と
日
常
的
な
領
域
の
双
方
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
﹁
心
力
﹂
の
重
要
性
を
強
く
主
張
す
る
︒

こ
れ
を
要
す
る
に
︑
我
人
の
思
う
こ
と
行
う
こ
と
︑
知
る
こ
と
な
す
こ
と
︑
感
ず
る
こ
と
覚
す
る
こ
と
︑
み
な
こ
れ
心
性
の
作

用
に
し
て
︑
天
地
六
合
の
大
な
る
︑
日
月
星
辰
の
高
き
︑
山
川
草
木
の
美
な
る
︑
禽
獣
人
類
の
多
き
︑
み
な
わ
が
心
の
中
に
そ

の
形
を
現
じ
︑
地
獄
も
極
楽
も
︑
神
も
仏
も
︑
鬼
も
蛇
も
︑
過
去
も
未
来
も
︑
あ
ら
ゆ
る
三
千
世
界
も
︑
み
な
こ
と
ご
と
く
わ

が
方
寸
中
よ
り
え
が
き
あ
ら
わ
し
た
る
も
の
に
過
ぎ
ず
︒
す
な
わ
ち
知
る
︑
心
の
作
用
は
実
に
奇
々
妙
々
︑
神
変
不
可
思
議
に

し
て
︑
な
ん
と
も
か
と
も
言
語
を
も
っ
て
た
と
う
べ
か
ら
ざ
る
を
︑
余
は
今
こ
の
奇
々
妙
々
の
作
用
を
述
べ
ん
と
す
︒︵﹃
通
信
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教
授

心
理
学
﹄
九
二
頁
︶

そ
し
て
︑
そ
の
よ
う
な
﹁
心
﹂
の
不
思
議
を
証
す
る
も
の
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
が
︑
こ
の
前
年
︑
難
治
症
に
よ
っ
て
長
く

病
床
に
臥
せ
っ
て
い
た
と
い
う
円
了
自
身
の
体
験
で
あ
る
︒
半
年
間
を
一
室
内
で
寝
て
過
ご
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
︑

円
了
は
﹁
日
夜
つ
ね
に
心
内
に
想
像
世
界
を
構
成
し
て
︑
無
上
の
楽
し
み
を
そ
の
間
に
営
む
こ
と
を
得
た
﹂
と
い
う
︒

そ
も
そ
も
余
の
ご
と
き
は
︑
生
来
赤
貧
多
病
に
し
て
︑
到
底
権
勢
の
道
に
当
た
り
て
栄
利
を
争
う
こ
と
あ
た
わ
ず
︒
半
生
空
し

く
寒
窓
に
座
し
て
日
月
を
消
す
と
い
え
ど
も
︑
そ
の
心
常
に
安
ん
ず
る
と
こ
ろ
あ
り
て
︑
ひ
と
り
無
上
の
快
楽
を
占
領
し
︑
幸

福
の
多
寡
に
至
り
て
は
一
歩
も
富
貴
栄
達
の
人
に
譲
ら
ざ
る
こ
と
を
得
る
は
︑
け
だ
し
こ
の
想
像
世
界
の
心
内
に
現
ず
る
に
よ

る
︒
朝
に
破
窓
の
風
に
吟
ず
る
あ
り
︑
夕
に
頽
壁
の
月
を
漏
ら
す
あ
る
は
︑
み
な
わ
が
想
像
の
世
界
を
構
成
す
る
の
良
縁
と
な

り
︑
風
朝
月
夕
こ
と
に
一
層
の
快
楽
を
覚
え
︑
病
苦
を
忘
れ
て
半
年
の
日
月
を
消
し
た
る
は
︑
果
た
し
て
だ
れ
の
余
恩
な
る
や
︒

︵
同
書
︑
一
八
〇
頁
︶

病
苦
を
忘
れ
て
快
楽
の
う
ち
に
過
ご
す
こ
と
が
で
き
た
の
は
︑﹁
奇
々
妙
々
︑
神
変
不
可
思
議
﹂
な
る
心
の
お
か
げ
で
あ
る
か
ら
︑

﹁
願
わ
く
ば
︑
一
生
の
間
よ
く
こ
の
心
を
守
り
︑
こ
の
心
を
全
う
し
て
︑
も
っ
て
こ
の
心
に
報
ぜ
ん
こ
と
を
﹂
と
︑
以
後
は
﹁
心
に
向

か
っ
て
そ
の
義
務
を
尽
く
す
﹂
こ
と
を
決
め
た
と
い
う
︒
そ
し
て
︑
読
者
に
も
﹁
請
う
︑
余
と
諸
君
と
と
も
に
こ
の
心
を
全
う
し
て
︑

こ
の
心
と
と
も
に
一
生
を
終
え
ん
こ
と
を
︒
こ
れ
︑
全
く
心
理
学
を
研
究
し
て
得
る
と
こ
ろ
の
結
果
な
り
﹂
と
呼
び
か
け
る
︒

こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
境
地
は
明
ら
か
に
︑
最
晩
年
に
至
る
ま
で
﹁
も
し
人
︑
こ
の
多
苦
多
患
の
世
界
に
あ
り
て
︑
い
や
し
く
も
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そ
の
心
中
に
快
楽
の
別
天
地
を
見
ん
と
欲
せ
ば
︑
妖
怪
学
を
研
究
す
る
に
し
か
ざ
る
な
り
﹂︵﹃
迷
信
と
宗
教
﹄
二
七
二
頁
︶
と
繰
り

返
し
主
張
さ
れ
る
よ
う
な
︑
世
界
の
実
相
を
観
じ
楽
し
む
﹁
真
怪
﹂
の
妙
境
と
重
な
る
も
の
で
あ
る
︒﹃
妖
怪
学
講
義
﹄﹁
宗
教
学
部

門
﹂
で
は
︑﹁
人
世
に
あ
り
て
︑
最
大
幸
福
の
地
位
を
占
む
る
者
﹂
と
い
う
べ
き
﹁
金
満
家
﹂
と
︑﹁
最
大
不
幸
の
地
位
を
占
む
る
者
﹂

と
い
う
べ
き
﹁
無
資
無
産
の
貧
民
窮
生
﹂
を
対
比
し
︑
そ
の
不
公
平
を
嘆
き
つ
つ
も
︑﹁
神
力
︑
魔
力
を
兼
備
せ
る
金
力
の
動
か
す
べ

か
ら
ざ
る
も
の
一
つ
あ
り
﹂
と
し
て
︑
両
者
の
幸
不
幸
が
す
っ
か
り
逆
転
す
る
局
面
が
あ
る
と
い
う
︒
そ
れ
こ
そ
が
﹁
人
の
精
神
上

の
境
遇
﹂︑
つ
ま
り
﹁
心
﹂
の
あ
り
よ
う
で
あ
る
︒

円
了
が
い
う
に
は
︑﹁
よ
く
精
神
界
中
に
楽
地
を
開
く
も
の
は
︑
学
問
と
宗
教
﹂
で
あ
る
が
︑
病
や
老
衰
に
直
面
し
た
時
︑
大
抵
学

問
・
宗
教
に
疎
い
金
満
家
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
ず
︑﹁
あ
た
か
も
終
身
禁
固
の
牢
中
に
あ
る
が
ご
と
く
︑
呻
吟
と
し
て
た
だ
そ
の

心
を
苦
し
む
る
の
み
﹂
と
な
る
︒
し
か
し
︑
学
問
と
宗
教
は
﹁
人
の
精
神
に
一
種
の
高
遠
美
妙
︑
不
可
思
議
の
幸
福
︑
快
楽
を
与
う

る
も
の
﹂
で
あ
る
か
ら
︑﹁
平
常
い
や
し
く
も
学
問
に
志
し
︑
宗
教
に
意
あ
る
者
は
︑
多
少
こ
の
快
楽
を
そ
の
心
に
感
受
せ
ざ
る
は
な

し
﹂
で
あ
っ
て
︑﹁
古
来
聖
人
君
子
と
称
せ
ら
る
る
者
は
︑
そ
の
心
常
に
明
ら
か
に
し
て
生
死
の
道
に
迷
う
こ
と
な
く
︑
精
神
界
裏
に

日
月
を
浮
か
べ
︑
方
寸
城
中
に
極
楽
を
開
き
︑
安
楽
の
別
天
地
に
遊
ぶ
も
の
﹂
で
あ
っ
た
︒
そ
の
よ
う
な
聖
人
君
子
の
具
体
例
と
し

て
︑
釈
迦
・
孔
子
・
王
陽
明
・
カ
ン
ト
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
︵﹃
妖
怪
学
講
義
﹄﹁
宗
教
学
部
門
﹂
六
八
頁
︶︒

こ
の
よ
う
に
︑
妖
怪
学
関
係
の
著
作
で
繰
り
返
し
語
ら
れ
る
︑﹁
真
怪
﹂
に
到
っ
た
者
が
得
ら
れ
る
法
悦
と
も
呼
ぶ
べ
き
快
楽
︑
円

了
が
哲
学
・
宗
教
・
妖
怪
学
の
究
極
に
お
い
て
一
致
す
る
と
い
う
そ
の
自
在
の
境
地
は
︑﹁
心
﹂
の
潜
在
力
を
引
き
出
す
こ
と
で
到
達

し
得
る
も
の
と
し
て
︑
純
粋
に
心
理
学
を
論
じ
て
い
る
か
の
よ
う
な
著
作
に
お
い
て
早
く
も
示
さ
れ
て
い
た
︒
心
理
学
は
た
だ
心
的

現
象
の
客
観
的
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
だ
け
の
学
問
で
は
な
く
︑
西
欧
近
代
の
そ
れ
が
論
じ
て
い
る
範
囲
を
超
え
て
︑
一
種
宗
教
的

な
悟
道
の
境
地
に
至
る
た
め
の
実
践
的
学
問
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
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そ
し
て
︑
同
書
に
お
い
て
も
︑﹁
意
志
﹂
や
﹁
智
識
﹂
を
分
析
的
に
論
じ
て
い
く
中
で
︑
や
は
り
実
験
的
な
心
理
学
の
域
を
超
え
て

そ
れ
ら
の
拠
っ
て
来
る
淵
源
に
遡
り
︑﹁
心
理
学
は
ひ
と
り
こ
の
心
象
の
学
に
し
て
︑
心
体
の
論
究
は
純
正
哲
学
を
待
た
ざ
る
べ
か
ら

ず
﹂
と
断
り
な
が
ら
も
︑
最
終
的
に
は
物
心
全
て
を
在
ら
し
め
る
形
而
上
学
的
な
﹁
心
体
﹂︵﹁
理
想
﹂︶
へ
と
論
が
及
ん
で
い
る
︒﹁
智

識
﹂
の
後
天
性
・
先
天
性
を
め
ぐ
る
ロ
ッ
ク
と
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
対
立
を
止
揚
す
る
も
の
と
し
て
カ
ン
ト
の
論
を
紹
介
し
︑
そ
れ
が

仏
教
の
唯
識
論
と
大
同
小
異
で
あ
る
と
指
摘
し
た
上
で
︑
東
西
両
洋
の
哲
学
に
お
い
て
一
致
し
て
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
形
而
上
学

的
本
体
︑﹁
理
想
﹂
を
論
じ
て
い
く
︒

理
想
は
内
外
両
界
︑
物
心
万
境
の
本
源
実
体
と
な
る
も
の
な
り
︒
縦
よ
り
そ
の
体
を
見
れ
ば
神
と
な
り
仏
と
な
り
︑
横
よ
り
こ

れ
を
見
れ
ば
心
と
な
り
物
と
な
り
︑
表
面
よ
り
こ
れ
を
見
れ
ば
物
象
を
現
じ
︑
裏
面
よ
り
こ
れ
を
見
れ
ば
心
象
を
現
ず
る
な
り
︒

︵
同
書
︑
二
七
五
頁
︶

宗
教
的
伝
統
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
神
仏
と
い
っ
た
超
自
然
的
存
在
は
︑
通
常
の
意
味
で
は
存
在
し
な
い
も
の
で
あ
る
が
︑
唯
識
論

的
な
心
理
学
を
通
じ
︑
有
限
の
人
心
に
よ
っ
て
無
限
の
﹁
理
想
﹂
を
表
象
し
た
も
の
と
し
て
哲
学
的
に
正
当
化
さ
れ
て
い
る
︒
そ
し

て
︑﹁
こ
の
理
想
自
体
︑
開
発
の
理
は
東
洋
哲
学
中
に
も
論
ず
る
と
こ
ろ
﹂
で
あ
り
︑﹁
シ
ナ
哲
学
に
て
は
理
想
の
体
を
太
極
と
い
い
︑

イ
ン
ド
哲
学
に
て
は
真
如
と
い
う
﹂
が
︑﹁
こ
の
両
哲
学
中
明
ら
か
に
理
想
と
物
心
の
関
係
を
示
す
も
の
は
︑
釈
迦
哲
学
に
及
ぶ
も
の

な
き
が
ご
と
し
﹂︵
同
書
︑
二
八
八
頁
︶
と
結
ば
れ
る
︒
各
宗
教
的
伝
統
お
よ
び
哲
学
の
論
じ
る
究
極
的
実
在
の
一
致
は
﹁
心
体
﹂
に

お
け
る
一
致
で
あ
り
︑
中
で
も
仏
教
的
唯
心
論
が
説
い
て
き
た
よ
う
に
︑﹁
心
象
﹂
の
分
析
を
通
じ
て
素
朴
実
在
論
を
否
定
し
︑
世
界

を
現
に
在
ら
し
め
て
い
る
﹁
心
性
﹂
の
根
源
へ
と
遡
る
こ
と
で
到
達
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
︒
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三

心
理
学
と
唯
識
論

そ
の
後
︑﹃
東
洋
心
理
学
﹄︵
刊
年
不
明
︑
明
治
二
七
年
頃
か
︶
や
﹃
仏
教
心
理
学
﹄︵
刊
年
不
明
︑
明
治
三
〇
年
頃
か
︶
を
著
す
に

至
っ
て
︑
円
了
独
自
の
心
理
学
構
想
が
明
ら
か
に
な
る
︒﹃
通
信
教
授

心
理
学
﹄
に
お
い
て
も
西
欧
近
代
の
心
理
学
と
仏
教
の
唯
識

論
が
関
連
付
け
て
論
じ
ら
れ
︑
ま
た
心
理
学
的
探
求
が
宗
教
的
な
安
心
立
命
に
つ
な
が
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
た
が
︑﹃
東
洋
心
理

学
﹄
で
は
︑
西
洋
の
﹁
客
観
的
心
理
学
﹂
と
東
洋
の
﹁
主
観
的
心
理
学
﹂︵
仏
教
の
倶
舎
論
︑
唯
識
論
︶
が
︑
次
の
よ
う
に
は
っ
き
り

と
対
比
さ
せ
ら
れ
る
︒

西
洋
︱
経
験
的

帰
納
的

発
達
的

心
象
的

客
観
的

理
学
的

究
理
的

学
術
的

唯
物
的

理
論
的

仏
教
︱
独
断
的

演
繹
的

分
解
的

心
体
的

主
観
的

哲
学
的

道
理
的

宗
教
的

唯
心
的

応
用
的

西
洋
の
そ
れ
が
生
体
の
内
面
に
お
け
る
現
象
と
し
て
の
心
理
を
実
験
で
観
察
す
る
唯
物
論
的
探
求
で
あ
る
の
に
対
し
︑
仏
教
の
そ

れ
は
内
外
二
境
を
と
も
に
﹁
心
﹂
か
ら
生
じ
る
も
の
と
見
る
唯
心
論
的
探
求
で
あ
る
と
い
う
︒
さ
き
に
引
用
し
た
﹃
妖
怪
学
講
義
﹄

や
﹁
妖
怪
学
と
心
理
学
と
の
関
係
﹂
に
見
ら
れ
る
︑﹁
物
理
的
妖
怪
﹂
も
ま
た
﹁
心
性
﹂
か
ら
生
じ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
論
も
︑
西

欧
心
理
学
を
も
と
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
い
て
︑
実
は
こ
の
仏
教
的
唯
心
論
を
背
景
と
し
て
強
く
主
張
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
︒

た
だ
し
︑
そ
の
仏
教
的
唯
心
論
は
一
つ
で
は
な
く
︑﹁
小
乗
﹂︵
倶
舎
論
︶︑﹁
大
乗
﹂︵
唯
識
論
︶︑﹁
実
大
乗
﹂︵
華
厳
︑
天
台
︶
と

段
階
的
に
発
展
し
て
き
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
︒﹁
小
乗
﹂
の
立
場
は
経
験
主
義
的
な
西
洋
の
心
理
学
と
同
様
で
︑﹁
心
性
﹂
の
実
体

︵
﹁
心
体
﹂︶
で
は
な
く
現
象
︵﹁
心
象
﹂︶
の
み
を
論
じ
る
も
の
で
あ
り
︑
物
心
二
元
論
的
と
さ
れ
る
︒
﹁
大
乗
﹂
つ
ま
り
唯
識
論
で
は
︑
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感
覚
を
離
れ
て
物
界
な
し
と
論
じ
︑
そ
の
感
覚
も
ま
た
心
界
の
一
部
分
で
あ
る
以
上
︑
物
心
両
界
と
も
に
﹁
心
﹂
の
作
用
で
存
立
し

て
い
る
と
す
る
唯
心
論
と
な
る
︒
そ
の
唯
識
論
に
お
け
る
﹁
心
﹂
は
ま
だ
各
人
別
々
の
相
対
的
な
﹁
心
﹂
で
あ
る
が
︑
さ
ら
に
そ
の

物
心
を
生
じ
る
﹁
唯
識
の
本
体
﹂
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
︑
阿
頼
耶
識
(

)
の
拠
っ
て
立
つ
と
こ
ろ
の
本
体
は
何
か
と
追
究
し
て
い
く

９

こ
と
で
︑
内
外
両
界
・
物
心
万
境
の
本
源
実
体
と
し
て
の
絶
対
的
な
﹁
心
﹂︑
す
な
わ
ち
円
了
の
形
而
上
学
で
い
う
と
こ
ろ
の
﹁
理
想
﹂

に
到
る
の
が
︑
心
理
学
を
超
え
て
純
正
哲
学
の
域
に
属
す
る
﹁
実
大
乗
﹂
の
立
場
と
さ
れ
る
︒

円
了
の
心
理
学
論
に
お
い
て
は
︑
こ
の
よ
う
に
西
欧
近
代
の
心
理
学
や
﹁
小
乗
﹂
仏
教
的
な
探
求
か
ら
始
ま
っ
て
︑
唯
識
論
を
経

由
し
︑
最
終
的
に
は
絶
対
的
な
﹁
理
想
﹂
の
形
而
上
学
に
到
る
階
梯
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
︑
心
理
学
研
究
の
目
的
も
こ
の
一

連
の
過
程
に
こ
そ
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
そ
れ
は
西
欧
心
理
学
を
以
っ
て
す
る
仏
教
の
再
解
釈
で
も
あ
っ
て
︑﹁
仏
教
は
哲

学
上
よ
り
こ
れ
を
み
る
に
︑
大
小
両
乗
の
諸
説
は
み
な
心
理
学
の
範
囲
を
出
で
ず
︑
仏
教
哲
学
は
す
べ
て
心
理
哲
学
と
称
し
て
可
﹂

︵
同
書
︑
一
一
頁
︶
で
あ
り
︑﹁
仏
教
は
心
理
の
秘
鍵
に
よ
り
て
理
想
の
玄
門
を
開
示
せ
ん
と
す
る
﹂
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
︒

た
だ
し
︑
仏
教
が
生
ま
れ
た
古
代
イ
ン
ド
で
は
実
験
諸
学
が
ま
だ
存
在
せ
ず
︑
そ
の
後
も
仏
教
が
伝
来
し
た
中
国
︑
日
本
と
も
に
実

験
学
を
欠
い
て
お
り
論
敵
が
い
な
か
っ
た
た
め
︑
唯
識
論
を
証
明
す
る
論
理
は
二
千
年
以
上
前
か
ら
進
歩
し
て
お
ら
ず
︑﹁
仏
教
は
高

妙
の
真
理
を
そ
な
え
な
が
ら
︑
実
に
卑
近
陳
腐
の
外
観
を
示
せ
り
﹂
と
い
う
惜
し
い
状
況
に
あ
る
と
い
う
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
円
了
は
﹁
仏

教
の
唯
心
の
妙
理
は
内
外
東
西
の
諸
書
に
考
え
︑
諸
学
に
徴
し
て
論
定
﹂
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
︑
自
ら
東
西
心
理
学
の

接
合
を
試
み
る
た
め
に
﹃
東
洋
心
理
学
﹄
や
﹃
仏
教
心
理
学
﹄
を
著
し
た
の
で
あ
る
︵
同
書
︑
一
二
六
頁
︶︒

円
了
に
と
っ
て
の
心
理
学
が
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
︑
ま
さ
に
西
欧
近
代
心
理
学
の
助
け
も
借
り
つ
つ
︑
形
而
上
学
的

本
体
の
認
識
に
到
る
過
程
と
し
て
の
東
洋
心
理
学
・
仏
教
心
理
学
で
あ
る
唯
識
論
の
応
用
と
す
る
べ
く
︑
妖
怪
学
は
構
想
さ
れ
て
い

た
こ
と
に
な
る
︒
円
了
が
妖
怪
の
研
究
を
始
め
た
頃
︑
そ
の
事
例
を
集
め
る
た
め
︑
﹁
幽
霊

狐
狸

奇
夢

再
生

偶
合

予
言
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諸
怪
物

諸
幻
術

諸
精
神
病
等
﹂
の
情
報
を
寄
せ
る
よ
う
﹃
令
知
会
雑
誌
﹄
上
で
呼
び
か
け
た
が
︑
そ
こ
で
は
既
に
︑﹁
妖
怪
不
思

議
﹂
は
﹁
仏
教
の
唯
心
説
﹂
で
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
︑
か
つ
そ
れ
は
﹁
唯
識
所
変
の
哲
理
｣(
)
を
証
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
︑
妖

10

怪
学
と
唯
識
論
の
二
つ
の
関
係
が
示
唆
さ
れ
て
い
た
︒

世
に
妖
怪
不
思
議
と
称
す
る
も
の
多
し
︒
通
俗
之
を
神
又
は
魔
の
致
す
所
と
な
す
︒
其
果
し
て
然
る
や
否
や
は
断
定
し
難
し
と

雖
も
神
や
魔
の
如
き
は
其
有
無
す
ら
今
日
未
た
知
る
べ
か
ら
ざ
る
に
単
に
之
を
其
所
為
に
帰
し
て
更
に
妖
怪
の
何
た
る
を
問
は

ざ
る
は
決
し
て
学
者
の
務
む
る
所
に
あ
ら
ざ
る
な
り
︒
故
に
余
は
日
課
の
余
間
其
何
た
る
を
研
究
し
て
︑
果
し
て
魔
神
の
為
す

所
な
る
か
又
は
物
理
及
び
心
理
上
別
に
考
ふ
べ
き
原
因
あ
り
て
然
る
と
き
は
之
を
仏
教
の
唯
心
説
に
参
照
し
て
︑
自
ら
大
に
得

る
所
あ
る
の
み
な
ら
ず
︑
其
唯
識
所
変
の
哲
理
を
證
立
す
る
に
又
大
に
益
あ
る
は
勿
論
な
り
︒︵
﹃
令
知
会
雑
誌
﹄
第
二
五
号
広

告
文
︵
明
治
一
九
︵
一
八
八
六
︶
年
四
月
︶

ま
ず
︑
神
や
魔
を
持
ち
出
す
こ
と
な
く
合
理
的
に
妖
怪
を
説
明
す
る
た
め
の
方
法
論
と
し
て
﹁
仏
教
の
唯
心
説
﹂
が
有
効
で
あ
る

と
主
張
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
客
観
的
に
は
存
在
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑﹁
心
﹂
に
よ
っ
て
主
観
的
に
︵
共
同
主
観
的
に
︶
在
ら

し
め
ら
れ
る
妖
怪
は
︑
想
像
上
の
事
物
と
客
観
的
に
存
在
す
る
と
さ
れ
る
事
物
の
両
方
を
含
め
て
﹁
心
﹂
が
世
界
を
作
り
出
し
て
い

る
と
い
う
︑
唯
識
論
の
正
し
さ
を
示
す
実
例
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
素
材
と
考
え
た
の
だ
ろ
う
︒
し
た
が
っ
て
︑
円
了
に
と
っ
て
妖
怪

を
一
つ
一
つ
物
心
の
道
理
で
解
き
明
か
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
﹁
真
怪
﹂
を
見
出
す
妖
怪
学
は
︑
さ
な
が
ら
遣
相
に
よ
る
﹁
真
如
﹂

の
探
求
と
い
う
唯
識
論
的
な
実
践
と
し
て
の
意
味
を
持
っ
て
い
た
ら
し
い
(

)
︒﹁
真
怪
﹂
の
顕
現
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
﹁
も
し
吾
人

11

こ
の
真
正
の
妖
怪
に
接
見
せ
ん
と
欲
せ
ば
︑
よ
ろ
し
く
こ
の
偽
物
妖
怪
を
一
掃
し
て
︑
半
夜
風
波
の
静
定
す
る
を
待
ち
︑
良
心
の
水
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底
に
浮
か
び
き
た
る
と
こ
ろ
の
真
理
の
月
影
を
看
取
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
﹂︵﹃
妖
怪
学
講
義
﹄﹁
総
論
﹂
八
五
頁
︶
と
は
︑
仏
教
的
瞑
想

に
よ
る
﹁
真
如
﹂
の
顕
現
︑
明
鏡
止
水
の
境
地
を
表
す
伝
統
的
な
修
辞
で
あ
り
︑
東
西
の
学
問
・
宗
教
の
垣
根
を
超
え
て
一
貫
し
た

構
想
に
基
づ
く
営
み
が
妖
怪
学
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
︒

実
際
に
︑
円
了
の
妖
怪
に
関
す
る
講
演
を
筆
記
し
た
﹁
妖
怪
談
｣(
)
に
よ
れ
ば
︑
庶
民
を
相
手
と
し
て
妖
怪
学
を
講
じ
る
際
︑
次
の

12

よ
う
な
手
順
で
語
ら
れ
て
い
た
︒
ま
ず
︑
コ
ッ
ク
リ
や
狐
憑
き
に
つ
い
て
の
実
体
験
を
含
む
事
例
を
妄
想
や
錯
覚
と
い
っ
た
﹁
心
理

作
用
﹂
に
よ
る
も
の
と
し
て
解
説
し
︑
そ
の
上
で
﹁
以
上
の
ご
と
く
説
明
い
た
し
て
み
る
と
︑
こ
の
世
界
に
は
な
に
も
の
も
妖
怪
た

る
も
の
な
し
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
す
で
に
か
く
言
い
お
る
も
の
が
︑
妖
怪
を
つ
く
り
だ
す
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
﹂
と
︑﹁
妖
怪
﹂

を
作
り
出
す
も
の
︑
つ
ま
り
﹁
心
﹂
を
主
題
化
し
て
い
く
︒

世
間
で
は
私
の
こ
と
を
︑
妖
怪
を
非
認
す
る
と
申
す
そ
う
で
す
が
︑
私
は
決
し
て
妖
怪
を
非
認
い
た
し
ま
せ
ぬ
の
み
な
ら
ず
︑

大
い
に
妖
怪
あ
り
と
申
し
ま
す
が
︑
し
か
し
世
間
に
い
わ
ゆ
る
妖
怪
と
申
す
の
は
︑
ま
こ
と
の
妖
怪
で
な
く
し
て
︑
そ
の
妖
怪

の
端
で
あ
り
ま
す
︒
そ
の
真
の
妖
と
は
な
ん
ぞ
や
︒
曰
く
︑﹁
心
こ
れ
な
り
﹂
と
申
し
ま
す
︒
︵
中
略
︶
心
は
い
か
な
る
も
の
か

と
探
る
も
の
も
︑
ま
た
心
の
作
用
な
り
︒
ま
た
︑
心
は
な
に
な
に
な
り
と
言
う
も
︑
心
は
あ
り
と
言
う
も
な
い
と
す
る
も
︑
ま

た
不
思
議
と
す
る
も
︑
み
な
心
の
作
用
な
れ
ば
︑
た
だ
心
が
心
の
こ
と
を
言
う
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
︑
分
か
っ
た
と
言
う
の
も

心
な
れ
ば
︑
分
か
ら
ぬ
と
言
う
も
心
で
あ
り
ま
す
れ
ば
︑
あ
た
か
も
自
分
の
眼
で
は
自
分
の
眼
が
見
え
ぬ
が
ご
と
く
︑
ま
た
自

分
の
力
で
自
分
を
上
げ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ぬ
が
ご
と
く
︑
心
で
心
を
知
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ぬ
︒
そ
こ
で
︑
仏
教
で
は
こ
れ

を
妙
心
と
申
し
ま
す
︒
こ
れ
ほ
ど
大
き
な
る
妖
怪
は
あ
り
ま
せ
ぬ
︒︵﹁
妖
怪
談
﹂
四
二
二
頁
︶
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妖
怪
に
対
す
る
好
奇
心
︑
不
思
議
な
も
の
に
つ
い
て
知
り
た
い
と
い
う
人
々
の
探
究
心
は
︑
妖
怪
学
講
義
を
通
し
て
神
や
魔
に
向

か
う
こ
と
を
断
念
さ
せ
ら
れ
︑﹁
妖
怪
の
親
玉
﹂
と
さ
れ
る
己
自
身
の
﹁
心
﹂
へ
と
向
け
さ
せ
ら
れ
る
︒
こ
の
よ
う
に
人
々
を
し
て
自

ら
の
﹁
心
﹂
の
重
要
性
・
可
能
性
に
気
づ
か
せ
る
の
が
︑
円
了
の
構
想
し
た
妖
怪
学
の
役
割
で
あ
っ
た
ら
し
い
︒
外
部
に
存
在
す
る

と
期
待
さ
れ
た
魔
物
や
神
仏
で
は
な
く
︑
万
象
を
生
み
出
す
己
の
﹁
心
﹂
を
対
象
化
し
︑
近
代
的
個
人
と
し
て
の
身
心
の
修
養
︑
ひ

い
て
は
安
心
立
命
へ
と
向
か
わ
せ
る
の
で
あ
る
︒
円
了
に
と
っ
て
こ
の
一
連
の
過
程
が
妖
怪
学
で
あ
り
︑
ま
た
西
洋
の
物
理
学
・
心

理
学
を
取
り
入
れ
て
改
良
さ
れ
た
仏
教
の
実
践
で
あ
っ
た
と
い
え
る
︒

お
わ
り
に

以
上
に
論
じ
て
き
た
よ
う
に
︑
仏
教
や
妖
怪
学
を
名
乗
ら
な
い
心
理
学
の
概
論
に
お
い
て
も
︑
実
験
的
な
西
欧
心
理
学
か
ら
入
っ

て
最
終
的
に
形
而
上
学
的
な
真
理
を
論
じ
よ
う
と
す
る
態
度
が
見
ら
れ
︑
過
去
の
聖
人
君
子
と
同
じ
く
真
理
に
遊
ぶ
境
地
さ
え
語
ら

れ
て
い
た
︒
両
者
を
つ
な
ぐ
要
と
な
っ
て
い
る
の
が
仏
教
の
唯
識
論
で
あ
り
︑
い
わ
ば
絶
対
的
な
真
理
に
観
察
可
能
な
日
常
世
界
か

ら
橋
を
か
け
て
段
階
的
に
近
づ
い
て
い
く
の
が
︑
西
洋
心
理
学
↓
仏
教
心
理
学
＝
唯
識
論
↓
純
正
哲
学
と
い
う
一
連
の
過
程
で
あ
っ

た
︒
こ
れ
が
そ
の
ま
ま
︑
世
間
が
妖
怪
と
し
て
騒
ぎ
立
て
る
も
の
も
物
理
的
現
象
と
し
て
何
ら
不
思
議
で
な
い
こ
と
を
証
明
し
た
上

で
︑
そ
れ
を
妖
怪
と
認
識
し
て
し
ま
う
﹁
心
﹂
の
不
思
議
さ
を
前
景
化
し
︑
物
心
両
界
の
根
源
と
し
て
の
唯
心
論
的
な
﹁
心
﹂
へ
と

誘
導
す
る
妖
怪
学
の
階
梯
で
も
あ
る
︒

仏
教
心
理
学
が
西
欧
の
そ
れ
の
よ
う
に
実
証
的
な
生
理
学
に
基
づ
い
て
お
ら
ず
︑
正
確
さ
に
お
い
て
劣
っ
て
い
る
こ
と
を
批
判
す

る
者
に
対
し
て
は
︑﹁
西
洋
の
心
理
学
は
単
に
学
理
を
究
明
す
る
に
と
ど
ま
り
︑
仏
教
の
心
理
学
は
広
く
愚
俗
を
誘
導
せ
ん
こ
と
を
目

的
と
す
︒
こ
れ
を
も
っ
て
そ
の
自
然
の
勢
い
︑
必
ず
仏
教
の
所
説
は
常
人
の
知
見
に
従
い
て
分
類
を
立
つ
る
に
至
る
︒
す
な
わ
ち
哲

113 井上円了の妖怪学と心理学



学
上
の
い
わ
ゆ
る
常
識
論
な
り
﹂
と
答
え
て
い
る
︵﹃
仏
教
心
理
学
﹄
六
六
頁
︶︒
つ
ま
り
︑
仏
教
は
﹁
そ
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は

宗
教
に
あ
り
て
︑
人
を
し
て
転
迷
開
悟
︑
安
心
立
命
せ
し
む
る
に
あ
﹂
る
た
め
︑
実
証
主
義
的
な
正
確
さ
よ
り
も
﹁
む
し
ろ
衆
人
の

知
見
に
応
じ
て
い
わ
ゆ
る
随
機
開
導
す
る
﹂
こ
と
を
重
視
し
︑﹁
常
識
を
誘
い
て
非
常
識
に
進
め
︑
凡
俗
を
導
き
て
非
凡
俗
に
入
ら
し

む
る
﹂
た
め
に
は
︑
常
人
の
知
見
か
ら
導
き
入
れ
る
よ
う
な
﹁
階
梯
方
便
を
用
う
る
﹂
も
の
で
あ
る
と
い
う
︵
﹃
仏
教
心
理
学
﹄
六
六

頁
︶
︒
そ
の
よ
う
な
仏
教
本
来
の
目
的
を
よ
り
時
代
に
適
合
し
た
方
法
で
達
成
す
る
た
め
に
︑
人
々
を
唯
心
論
に
赴
か
し
め
る
卑
近

な
入
り
口
と
し
て
︑
妖
怪
と
い
う
話
題
を
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
円
了
は
言
う
︒

さ
れ
ば
︑
妖
怪
研
究
は
い
か
に
も
不
思
議
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ま
す
︒
こ
れ
は
︑
人
心
の
秘
蔵
を
開
く
唯
一
の
鍵
と
申
し
て

よ
ろ
し
い
︒
局
外
の
者
に
と
っ
て
は
︑
妖
怪
な
ど
は
社
会
現
象
中
の
一
小
事
の
よ
う
に
見
ゆ
れ
ど
も
︑
間
口
は
狭
く
て
も
奥
は

千
畳
万
畳
敷
き
で
あ
り
て
︑
実
に
広
大
無
辺
の
研
究
で
あ
り
ま
す
︒
な
ん
と
申
し
て
も
︑
人
間
の
心
全
体
が
︑
妖
怪
の
幻
灯
仕

掛
け
に
で
き
て
お
り
ま
す
か
ら
︑
ち
ょ
っ
と
心
の
灯
を
点
じ
て
も
︑
た
だ
ち
に
い
ろ
い
ろ
の
妖
怪
が
あ
ら
わ
れ
て
き
ま
す
︒
ゆ

え
に
︑
社
会
万
般
の
現
象
は
︑
大
抵
み
な
妖
怪
の
現
象
と
申
し
て
も
差
し
支
え
あ
り
ま
す
ま
い
︒︵﹃
お
ば
け
の
正
体
﹄
一
一
五

頁
︶︒

瑣
事
を
扱
う
か
の
よ
う
な
妖
怪
学
を
通
じ
て
︑
西
欧
近
代
の
諸
学
と
和
解
せ
し
め
ら
れ
た
仏
教
的
唯
心
論
に
入
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
れ
ば
︑
こ
の
よ
う
な
大
仰
な
物
言
い
も
あ
な
が
ち
冗
談
や
誇
張
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
︒

妖
怪
学
は
︑﹁
真
怪
﹂
の
開
悟
と
い
う
最
終
的
な
目
標
を
繰
り
返
し
掲
げ
な
が
ら
︑﹁
仮
怪
﹂
を
合
理
主
義
的
に
否
定
し
て
い
く
と

い
う
実
践
で
あ
る
︒
向
か
う
べ
き
方
向
を
常
に
示
し
て
い
な
け
れ
ば
︑
妖
怪
の
否
定
は
た
だ
の
迷
信
撲
滅
運
動
と
な
り
︑
こ
れ
ま
で
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迷
信
を
介
し
て
宗
教
に
向
け
ら
れ
て
い
た
人
々
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
日
常
の
諸
事
に
回
収
さ
れ
る
だ
け
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
場
合
︑
し
ば

し
ば
そ
う
誤
解
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
︑
妖
怪
学
は
た
だ
の
近
代
主
義
者
に
よ
る
唯
物
論
的
な
宗
教
・
民
俗
批
判
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
︒

し
か
し
︑
円
了
は
そ
れ
と
は
逆
の
方
向
を
目
指
し
て
い
た
︒
ま
さ
し
く
﹁
心
理
学
を
牙
城
と
し
︑
理
学
を
前
門
と
し
︑
純
正
哲
学
を

後
門
﹂
と
す
る
一
連
の
過
程
が
︑
円
了
の
構
想
し
た
妖
怪
学
な
の
で
あ
る
︒

【
註
︼

(
１
)

三
浦
節
夫
﹁
解
説
︱
井
上
円
了
と
妖
怪
学
の
誕
生
﹂︵﹃
井
上
円
了
選
集
﹄
第
二
一
巻
︶
を
参
照
︒

(
２
)

同
書
︑
四
八
三
頁
︒

(
３
)
﹁
妖
怪
学
一
斑
﹂︵﹃
井
上
円
了
選
集
﹄
第
二
一
巻
︶︑
三
九
六
頁
︒
初
出
は
﹃
教
育
報
知
﹄
第
二
七
一
号
︑
明
治
二
四
年
七
月
︒
以
下
︑
井

上
円
了
の
著
作
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
︑
出
典
の
注
記
が
無
い
場
合
は
﹃
井
上
円
了
選
集
﹄︵
東
洋
大
学
︑
一
九
八
七
～
二
〇
〇
四
年
︶

を
参
照
し
て
い
る
︒

(
４
)
﹃
哲
学
館
講
義
録
﹄
第
五
学
年
度
第
四
︑
九
︑
一
九
︱
二
〇
︑
二
八
︑
三
一
︱
三
二
︑
三
四
︑
三
六
号
に
掲
載
︒

(
５
)

主
要
な
も
の
と
し
て
は
︑﹃
井
上
円
了
選
集
﹄
第
九
巻
所
収
の
﹃
心
理
摘
要
﹄﹃
通
信
教
授

心
理
学
﹄﹃
東
洋
心
理
学
﹄︑
同
第
一
〇
巻
所

収
の
﹃
仏
教
心
理
学
﹄﹃
心
理
療
法
﹄﹃
活
用
自
在

新
記
憶
術
﹄
が
あ
る
︒

(
６
)

同
書
は
第
三
版
︵
明
治
二
八
年
一
〇
月
︶
か
ら
︑﹁
東
洋
心
理
学
大
意
﹂
を
付
録
と
し
て
巻
末
に
収
録
し
て
い
る
︒﹃
井
上
円
了
選
集
﹄
で

は
第
四
版
︵
明
治
三
二
年
三
月
︶
を
底
本
と
し
て
い
る
が
︑﹁
東
洋
心
理
学
大
意
﹂
は
省
略
︒

(
７
)

恩
田
彰
﹁
解
説
﹂︵﹃
井
上
円
了
選
集
﹄
第
九
巻
︶

(
８
)

明
治
一
九
年
に
一
巻
︑
二
一
年
に
全
巻
を
発
行
︒

(
９
)

唯
識
論
で
は
感
覚
を
含
め
た
心
を
八
つ
に
分
け
て
議
論
す
る
︒
①
眼
識
︑
②
耳
識
︑
③
鼻
識
︑
④
舌
識
︑
⑤
身
識
︑
⑥
意
識
︑
⑦
末
那
識
︑

⑧
阿
頼
耶
識
で
あ
る
︒
阿
頼
耶
識
が
物
心
両
界
を
含
む
一
切
を
作
り
出
す
根
本
識
で
あ
る
が
︑
唯
識
論
で
は
人
そ
れ
ぞ
れ
に
阿
頼
耶
識

を
持
つ
︵
つ
ま
り
人
そ
れ
ぞ
れ
に
世
界
が
形
成
さ
れ
て
い
る
︶
と
し
て
お
り
︑
阿
頼
耶
識
自
体
は
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
︒
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(

)

円
了
は
﹁
森
羅
万
象
は
た
だ
識
の
み
の
変
ず
る
と
こ
ろ
﹂︵﹃
仏
教
心
理
学
﹄
一
二
〇
頁
︶
と
表
現
し
て
い
る
︒
心
の
深
層
に
隠
れ
た
阿
頼

10

耶
識
か
ら
一
切
の
現
象
が
現
れ
て
く
る
た
め
︑
世
界
の
す
べ
て
は
阿
頼
耶
識
の
変
化
し
て
成
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
が
﹁
唯
識
所

変
﹂
で
あ
る
︒

(

)

唯
識
論
で
は
︑
客
観
的
に
存
在
す
る
物
は
何
も
無
く
︑
八
識
に
よ
っ
て
在
ら
し
め
ら
れ
た
心
内
の
影
像
や
観
念
が
あ
る
だ
け
だ
と
考
え

11

る
が
︑
そ
の
影
像
や
観
念
を
﹁
相
﹂
と
呼
ぶ
︒
そ
し
て
︑﹁
相
を
遣
る
﹂︑
つ
ま
り
あ
ら
ゆ
る
﹁
相
﹂
を
一
つ
一
つ
﹁
空
﹂
で
あ
る
と
観
じ

て
い
く
こ
と
で
︑
そ
の
否
定
の
極
限
に
﹁
真
如
﹂
が
現
れ
る
と
す
る
︒

(

)
﹃
教
の
友
﹄
第
二
二
号
︑
明
治
三
八
︵
一
九
〇
五
︶
年
一
〇
月
一
日
︑
一
一
一
三
頁
︑
加
藤
禅
童
記
︵﹃
井
上
円
了
選
集
﹄
第
二
一
巻
所
収
︶

12
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