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一
　
聖
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
認
識
説
と
近
世
の
認
識
説
と
の
相
違

　
　
　
近
世
の
主
流
の
認
識
説
は
、
例
え
ば
ロ
ッ
ク
や
カ
ン
ト
等
を
と
っ
て
見
て
も
、
自
然
科
学
を
基
準
と
し
て
、
其
の
説
を
立
て
て
い
る
。

　
　
併
し
自
然
科
学
的
思
惟
に
於
て
は
、
そ
の
対
象
と
す
る
所
は
全
体
で
な
く
、
部
分
で
あ
る
。
自
然
科
学
的
思
惟
は
我
々
の
臼
常
弁
韓
推
を

　
　
高
度
化
し
、
体
系
化
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
其
の
本
質
は
実
用
知
、
支
配
知
で
あ
る
。
そ
れ
は
主
体
の
行
為
を
可
能
な
ら
し
め
る
為
に
、

　
　
適
宜
の
所
に
坐
標
軸
を
と
り
、
世
界
像
を
梅
成
す
る
。
そ
れ
は
我
々
の
行
動
可
能
の
領
域
を
全
体
の
中
か
ら
切
り
取
っ
て
、
己
の
対
象
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
玉
）

　
　
す
る
。
我
々
の
臼
常
的
世
界
像
、
自
然
科
学
的
世
界
像
の
此
の
様
な
性
質
は
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
此
の
様
な
性
質
を
も
っ
た
自
然
科
学
を
基
準
と
し
て
説
を
立
て
る
所
よ
り
、
近
世
の
認
識
説
は
次
の
様
な
制
約
を
受
け
て
い
る
。
8
其

　
　
処
で
は
全
体
者
が
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
代
表
者
と
し
て
カ
ン
ト
を
例
に
と
ろ
う
。
彼
の
認
識
説
は
、
認
識
す
る
主
体
と
認
識
さ
れ
る
客

　
　
体
と
い
う
、
相
互
に
独
立
的
な
二
つ
の
も
の
よ
り
出
発
す
る
。
此
の
二
つ
の
も
の
の
間
に
生
ず
る
関
係
が
認
識
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
　
こ
れ
は
自
然
科
学
的
管
絃
に
於
け
る
態
度
、
即
ち
主
体
が
客
体
に
働
き
か
け
て
、
こ
れ
を
つ
く
り
か
え
、
己
に
役
立
た
せ
る
為
に
、
こ
れ

㎜　
　
　
　
　
　
聖
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
認
識
説
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40
9
　
を
知
ら
ん
と
欲
す
る
…
…
「
知
は
力
な
り
。
自
然
は
こ
れ
に
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
征
服
す
る
こ
と
が
出
来
る
」
（
フ
ラ
ン
シ
ス
・

　
　
ベ
ー
コ
ン
）
i
と
い
う
態
度
と
連
関
す
る
。
カ
ン
ト
に
於
て
主
体
と
客
体
と
は
最
後
ま
で
糊
対
立
す
る
。
主
体
に
於
け
る
ア
プ
リ
オ
リ

　
　
の
原
理
に
よ
っ
て
客
体
を
構
成
す
る
と
い
っ
て
も
、
物
自
体
は
残
る
。
先
験
的
統
覚
と
物
自
体
と
は
飽
く
ま
で
も
対
立
し
た
儘
で
あ
る
。

　
　
こ
れ
は
自
然
科
学
的
法
則
の
普
遍
妥
当
性
を
承
認
し
、
そ
れ
の
根
拠
を
求
め
る
、
と
い
う
カ
ン
ト
の
認
識
論
の
方
法
か
ら
当
然
出
て
来
る

　
　
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
併
し
認
識
主
体
と
認
識
客
体
と
を
先
づ
携
に
夫
々
措
定
し
，
次
に
両
者
の
間
の
関
係
と
し
て
認
識
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
不
合
理
で

　
　
あ
る
。
全
然
相
独
立
せ
る
も
の
な
ら
、
両
者
は
関
係
、
交
渉
を
持
た
ぬ
筈
で
あ
る
。
関
係
を
持
つ
と
い
う
な
ら
、
両
者
を
包
む
も
の
が
存

　
　
在
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
筈
で
あ
る
。
全
体
者
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
筈
で
あ
る
。
カ
ン
ト
以
後
の
ド
イ
ツ
観
念
諭
は
此
の
方
向
に
思
索
を
進
め
た
。

　
　
フ
ィ
ヒ
テ
は
物
隠
詞
を
否
定
し
て
認
識
主
体
、
認
識
客
体
の
両
方
の
根
抵
に
あ
る
絶
対
我
を
考
え
、
シ
．
一
リ
ン
グ
は
主
観
と
客
観
の
根
糧

　
　
に
あ
る
岡
一
性
を
考
え
、
へ
…
ゲ
ル
は
客
襯
を
対
繊
的
に
措
定
す
る
絶
対
精
神
を
考
え
た
。
併
し
ド
イ
ツ
観
念
論
は
金
卜
者
、
絶
対
者
の

　
　
側
面
を
重
視
す
る
余
り
、
こ
れ
と
億
割
者
、
認
識
主
体
と
の
関
係
が
明
瞭
で
な
い
。
．
否
、
楽
園
者
、
認
識
主
体
は
や
や
も
す
る
と
、
全
体

　
　
考
、
絶
対
者
の
中
に
埋
没
し
て
了
う
傾
き
が
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
認
識
主
体
と
認
識
客
体
と
の
問
の
麗
係
と
し
て
の
認
識
の
間
題
も
溝
失

　
　
し
て
了
つ
た
。

　
　
　
古
代
及
び
中
世
の
思
想
に
於
て
は
此
の
様
な
こ
と
は
な
か
っ
た
。
其
処
に
於
て
は
主
体
及
び
客
体
を
包
む
金
体
者
が
考
え
ら
れ
、
此
の

　
　
全
体
者
の
中
に
於
け
る
、
主
体
と
客
体
と
の
関
係
と
し
て
認
識
が
考
え
ら
れ
た
。
己
を
包
む
全
体
者
の
意
識
は
、
ギ
リ
シ
ャ
人
に
と
っ
て

　
　
は
牢
固
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
世
界
は
コ
ス
モ
ス
即
ち
美
し
き
飾
り
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
調
和
に
満
ち
て
い
た
。
そ
れ
は
有
隈
で
あ
り
、

　
　
纏
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
認
識
す
る
と
は
、
此
の
様
な
全
体
者
が
認
識
主
体
に
対
し
て
己
の
姿
を
示
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
真
理
は
ア
レ
テ

　
　
イ
ア
（
幾
ミ
亀
ミ
）
で
あ
っ
た
。
即
ち
蔽
い
を
取
り
玄
ら
れ
て
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
全
体
者
は
認
識
主
体
の
眼
力
に
応
じ
て
、
己
の

　
　
美
し
い
姿
を
示
し
た
。
即
ち
此
処
で
は
認
識
と
は
、
全
体
考
の
上
に
於
け
る
、
認
識
主
体
と
認
識
客
体
と
の
間
の
存
在
麗
係
で
あ
っ
た
。
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中
世
に
於
て
は
全
体
者
の
意
識
は
更
に
強
圃
で
あ
る
。
蓋
し
中
世
の
意
識
に
よ
れ
ば
、
量
界
及
び
そ
の
中
の
曽
切
の
も
の
は
神
の
被
造

物
に
他
な
ら
な
い
か
ら
。
そ
れ
故
に
認
識
主
体
と
認
識
客
体
と
は
対
応
す
る
。
此
処
に
於
て
も
認
識
と
は
、
全
体
者
の
上
に
於
け
る
、
認

識
主
体
と
認
識
客
体
と
の
閥
の
存
在
関
係
で
あ
る
。
但
し
中
世
の
場
合
は
、
一
切
の
創
造
連
な
る
超
越
心
神
の
存
在
に
よ
っ
て
、
ギ
リ
シ

ャ
と
違
っ
た
要
素
が
入
っ
て
来
て
い
る
。

　
口
　
白
然
科
学
的
認
識
を
基
準
に
と
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
し
て
、
近
世
の
認
識
説
は
更
に
次
の
様
な
制
約
を
受
け
て
い
る
。
即

ち
其
処
に
於
け
る
認
識
客
体
が
部
分
で
あ
る
如
く
、
認
識
主
体
も
部
分
で
あ
る
。
そ
れ
は
抽
象
的
な
自
我
で
、
旦
ハ
体
的
な
自
我
で
な
い
。

自
然
科
学
的
認
識
の
根
祇
に
あ
る
も
の
は
、
外
界
を
支
配
し
、
己
に
役
立
て
ん
と
す
る
欲
求
で
あ
る
。
そ
れ
は
己
の
行
動
を
可
能
乃
至
容

易
な
ら
し
め
ん
と
す
る
配
慮
と
欲
求
で
あ
る
。
そ
れ
は
知
、
頭
脳
の
み
を
以
て
し
て
足
り
る
。
従
っ
て
其
処
で
考
え
ら
れ
て
い
る
認
識
主

体
は
知
的
な
存
在
者
で
あ
る
。
意
志
や
感
情
を
捨
象
し
て
考
え
ら
れ
た
知
的
存
在
者
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
於
て
も
慧
志
と
感
情
と
悟
性
と

は
区
別
さ
れ
、
意
志
は
道
徳
の
領
域
に
、
感
情
は
芸
術
の
領
域
に
配
当
さ
れ
、
認
識
す
る
も
の
は
悟
性
的
存
在
者
と
さ
れ
て
い
る
。
併
し

意
志
、
感
情
、
悟
性
と
区
分
し
て
了
う
の
は
抽
象
的
で
あ
ろ
う
。
実
際
は
、
意
志
、
感
情
、
悟
性
を
持
っ
た
金
人
格
が
認
識
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
我
々
の
認
識
作
用
に
意
志
や
感
情
も
役
割
を
演
ず
る
。
（
勿
論
カ
ン
ト
以
後
、
彼
の
認
識
説
の
此
の
様
な
抽
象
性
は
気
づ
か
れ
た
。

価
値
認
識
、
歴
史
認
識
が
問
題
と
し
て
出
て
来
た
所
以
で
あ
る
。
併
し
今
は
そ
の
場
所
で
な
い
の
で
、
こ
れ
に
就
い
て
は
述
べ
な
い
。
）
古

代
及
び
中
世
に
於
け
る
認
識
説
は
、
此
の
様
な
知
情
意
を
含
め
て
の
全
人
格
の
認
識
を
問
題
と
す
る
。
認
識
の
道
徳
的
劉
約
、
　
「
知
ら
な

い
の
は
知
ろ
う
と
欲
し
な
い
の
だ
」
と
い
う
考
え
方
は
ギ
リ
シ
ャ
に
於
て
も
著
し
い
。
併
し
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
は
、
そ
の
本
来
の
主
知
主
義

的
傾
向
の
故
に
、
此
の
点
に
於
て
未
だ
充
分
で
な
か
っ
た
。
聖
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
認
識
説
は
此
の
点
を
強
調
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
認
識

は
三
つ
の
要
素
よ
り
成
り
立
つ
。
晃
ら
れ
る
も
の
、
見
る
能
力
、
及
び
此
の
漁
者
を
結
び
つ
け
る
も
の
た
る
意
志
的
要
素
、
愛
的
要
素
で

あ
る
。
認
識
は
常
に
此
の
様
な
三
一
的
梅
造
を
な
し
て
い
る
。
こ
れ
は
感
覚
的
認
識
、
叡
知
的
認
識
の
い
ず
れ
に
於
て
異
な
ら
な
い
。

　
如
何
に
認
識
を
考
え
る
か
は
、
如
何
に
存
在
を
考
え
る
か
よ
り
派
生
す
る
。
認
識
論
も
終
局
に
於
て
は
存
在
論
に
至
る
。
各
々
の
時
代

　
　
　
　
聖
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
認
識
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
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に
於
け
る
、
存
在
、
世
界
、
入
間
に
就
い
て
の
考
え
方
の
相
違
が
、
認
識
説
の
棺
違
を
も
招
来
す
る
。
聖
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
に
と
っ
て
入

間
の
中
核
は
霊
魂
で
あ
り
、
霊
魂
の
中
核
は
意
志
で
あ
り
、
意
志
の
中
核
は
愛
で
あ
る
。
人
間
の
霊
魂
は
神
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
、
従
っ

て
、
己
の
そ
れ
を
知
る
と
否
と
に
拘
ら
ず
、
己
の
本
源
な
る
神
へ
戻
ら
ん
と
欲
求
し
て
い
る
。
此
の
欲
求
が
我
々
の
根
本
的
な
意
志
、
愛

の
力
で
あ
る
。
　
「
汝
は
我
々
を
汝
に
陶
け
て
創
り
給
う
た
。
汝
の
中
に
憩
う
迄
我
等
の
心
安
ら
き
こ
と
を
得
ず
し
（
『
告
白
録
』
第
一
巻
第
一

章
）
。
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
認
識
説
を
考
え
る
場
合
、
そ
れ
は
か
く
の
如
き
霊
魂
の
認
識
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
常
に
念
頭
に
置
か
ね

ば
な
ら
な
い
。
併
し
こ
う
い
つ
た
か
ら
と
て
、
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
認
識
説
が
特
殊
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
深
層
心

理
学
者
ザ
イ
フ
ェ
ル
ト
は
い
う
。
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
は
『
三
位
一
体
論
』
の
中
で
、
霊
魂
の
深
み
に
就
い
て
、
今
ま
で
の
あ
ら
ゆ
る
人
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

中
で
最
も
深
い
言
葉
を
語
っ
た
、
と
。

二
　
感
覚
的
認
識

　
㈲
外
部
感
覚
。
感
覚
は
如
何
に
し
て
起
る
か
。
日
常
的
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
外
か
ら
刺
激
が
感
覚
器
官
に
与
え
ら
れ
、
こ
れ
が
感
覚
を

生
ぜ
し
め
る
、
と
簡
単
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
刺
激
が
原
因
で
あ
り
、
感
覚
は
結
果
で
あ
る
。
両
者
の
問
に
因
果
関
係
が
考
え
ら
れ
て
い

る
。
併
し
刺
激
は
外
的
な
る
物
理
的
な
る
も
の
で
あ
り
、
感
覚
は
内
的
な
る
意
識
内
容
で
あ
る
。
両
者
は
異
質
的
な
る
も
の
で
あ
る
。
異

質
的
な
る
も
の
の
間
に
、
そ
の
様
に
簡
単
に
因
果
関
係
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
此
の
点
に
就
い
て
、
昔
か
ら
い
く
つ
か
の
解
決
策

が
提
示
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
は
次
の
様
に
考
え
る
。

「
私
に
は
次
の
様
に
考
え
ら
れ
る
。
霊
魂
が
身
体
に
於
て
感
覚
す
る
時
、
身
体
か
ら
何
か
を
働
き
か
け
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
身
体
の
変

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

様
（
℃
餌
ω
田
◎
）
に
対
し
て
、
よ
り
多
く
の
注
意
を
払
う
の
で
あ
る
。
…
…
こ
れ
が
感
覚
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
」
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　
即
ち
感
覚
す
る
主
体
は
霊
魂
で
あ
り
、
又
感
覚
は
普
通
屡
々
考
え
ら
れ
て
い
る
如
く
霊
魂
の
受
働
即
ち
働
き
か
け
ら
れ
る
の
で
は
な
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

て
、
霊
魂
の
能
動
的
な
働
き
で
あ
る
。
刺
激
に
よ
っ
て
感
覚
器
宮
は
変
様
を
受
け
る
が
、
こ
れ
は
未
だ
感
覚
で
は
な
い
。
此
の
変
様
が
機



943

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

縁
と
な
っ
て
、
霊
魂
が
其
処
に
よ
り
多
く
の
心
意
を
向
け
る
、
こ
れ
が
感
覚
で
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
に
隈
ら
ず
古
代
中
世
の
考
え
方

で
は
、
霊
魂
は
身
体
を
生
か
す
も
の
、
生
命
原
理
で
あ
る
。
身
体
が
生
き
て
い
る
限
り
、
霊
魂
が
そ
の
申
に
あ
り
、
そ
れ
を
生
か
し
て
い

る
。
感
覚
器
官
の
中
に
も
霊
魂
が
存
在
し
て
い
る
。
　
「
，
霊
魂
は
身
体
全
体
の
中
に
存
在
す
る
。
し
か
も
霊
魂
金
魚
が
身
体
の
す
べ
て
の
部

労
に
存
在
し
て
い
る
」
（
『
三
位
一
体
論
』
六
、
六
、
八
）
。
但
し
身
体
の
或
る
部
分
に
於
け
る
変
様
を
感
ず
る
の
は
霊
魂
全
体
で
あ
る
が
、
併

し
身
体
全
体
に
起
て
感
ず
る
の
で
は
な
く
て
、
其
の
夫
々
の
部
分
、
例
え
ば
目
と
か
耳
と
か
足
と
か
に
於
て
、
感
ず
る
の
で
あ
る
。
此
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

身
体
の
部
分
に
於
け
る
変
様
が
機
縁
と
な
っ
て
、
其
処
に
霊
魂
が
よ
り
多
く
の
注
意
を
向
け
る
。
こ
れ
が
感
覚
で
あ
り
、
従
っ
て
霊
魂
が

其
処
に
注
意
を
陶
け
な
け
れ
ば
、
外
か
ら
の
刺
激
、
従
っ
て
感
覚
器
富
に
於
け
る
変
様
が
あ
っ
て
も
、
感
覚
は
生
じ
な
い
。
例
え
ば
我
々

は
遮
る
事
柄
に
熱
中
し
て
い
る
時
、
他
人
に
話
し
掛
け
ら
れ
て
も
耳
に
入
ら
な
い
。
火
事
等
の
非
常
の
場
合
、
怪
我
を
し
て
も
気
が
つ
か

な
い
。
事
態
が
静
ま
っ
て
後
よ
う
や
く
痛
み
を
感
じ
、
負
傷
に
気
が
っ
く
。
此
の
様
に
感
覚
が
生
ず
る
為
に
は
、
注
意
力
が
大
き
な
要
素

と
な
る
。
感
覚
像
と
感
覚
の
主
体
と
を
結
び
つ
け
る
も
の
が
注
意
力
で
あ
る
。
視
力
（
〈
囲
◎
⇔
μ
◎
）
と
感
覚
像
（
。
。
も
Φ
9
窃
）
　
と
を
注
意
力

（
勲
け
け
①
昌
峠
一
〇
）
が
結
び
つ
け
る
。
感
覚
に
於
け
る
此
の
様
な
三
一
的
構
造
を
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

　
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
此
の
様
な
考
え
方
に
は
、
幾
つ
か
の
思
想
的
動
機
が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
9
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
も
存
在
論
と

し
て
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
階
層
説
に
従
っ
て
い
る
。
存
在
は
癒
値
性
（
乃
至
は
存
在
性
）
の
階
層
を
な
す
。
そ
し
て
価
値
性
の
低
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

（
乃
至
は
存
在
性
の
少
い
）
階
層
の
も
の
は
価
値
性
の
高
い
（
乃
至
は
存
在
性
の
多
い
）
も
の
に
対
し
働
き
か
け
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

働
き
は
必
ず
存
在
性
の
多
い
も
の
が
、
存
在
性
の
低
い
も
の
に
対
し
な
す
の
で
あ
る
。
従
っ
て
物
質
は
精
神
に
、
身
体
は
霊
魂
に
、
働
き

か
け
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
感
覚
に
於
け
る
、
身
体
の
霊
魂
に
対
す
る
働
き
か
け
の
如
く
見
ゆ
る
も
の
も
、
実
際
は
、
霊
魂
自
身
の
内
に

於
け
る
働
き
、
に
対
す
る
機
縁
で
し
か
あ
り
得
な
い
。
◎
此
の
こ
と
は
更
に
、
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
、
身
体
と
霊
魂
と
の
関
係
の
考
え
方

に
基
づ
い
て
い
る
。
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
中
に
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
発
し
聖
ト
ー
マ
ス
・
ア
キ
ナ
ス
に
於
て
典
型
的
キ
リ
ス
ト
教
的

表
現
を
得
た
考
え
方
、
即
ち
霊
魂
は
身
体
の
形
相
で
あ
り
、
入
閥
の
本
然
の
姿
は
「
霊
魂
と
身
体
と
の
合
成
体
」
で
あ
る
と
い
う
身
体
尊

　
　
　
　
聖
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
認
識
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
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449　
　
霊
の
考
え
方
と
、
プ
ラ
ト
ン
的
な
、
身
体
は
霊
魂
の
牢
屋
で
あ
る
（
『
パ
イ
ド
ン
』
）
と
ま
で
い
わ
な
く
と
も
、
霊
魂
に
よ
っ
て
使
用
さ
る

　
　
べ
き
道
具
で
あ
る
、
と
い
う
身
体
軽
視
の
考
え
と
、
両
方
が
あ
る
。
肉
身
の
復
活
を
信
ず
る
キ
リ
ス
ト
教
的
宗
教
家
と
し
て
の
ア
ウ
グ
ス

　
　
チ
ヌ
ス
は
前
者
を
と
る
が
（
『
神
灘
論
』
十
、
二
九
。
『
三
位
一
体
論
』
，
丁
五
、
七
、
十
一
）
、
併
し
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
な
哲
学
思
想
家
と
し
て
は
、

　
　
彼
は
屡
々
後
者
の
立
場
に
立
っ
て
議
論
を
し
て
い
る
。
此
の
傾
向
は
殊
に
初
期
の
著
作
に
於
て
見
ら
れ
る
。
前
に
引
用
し
た
U
①
ヨ
¢
臨
＄

　
　
の
句
も
此
の
倒
で
あ
る
。
後
年
に
な
る
と
、
感
覚
に
煮
て
、
霊
魂
の
働
き
の
み
を
認
め
て
身
体
の
働
き
を
全
然
認
め
な
い
と
い
う
考
え
方

　
　
は
緩
和
さ
れ
て
い
る
。

　
　
「
生
命
の
な
い
物
体
は
感
覚
し
な
い
が
、
身
体
と
結
合
し
た
霊
魂
は
、
身
体
的
な
器
窟
を
通
し
て
感
覚
す
る
。
此
の
器
富
が
感
覚
器
富
と

　
　
呼
ば
れ
る
所
の
も
の
で
あ
る
」
（
『
三
位
一
体
論
』
十
一
、
二
、
五
）
。

　
　
　
併
し
此
の
場
合
と
鑑
も
、
霊
魂
が
飽
く
ま
で
重
で
、
身
体
は
つ
け
た
し
に
過
ぎ
な
い
。

　
　
　
尚
哲
学
史
的
に
毘
た
場
合
、
こ
れ
は
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
が
青
年
時
代
に
学
ん
だ
新
プ
ラ
ト
ン
派
の
著
書
の
影
響
も
あ
る
と
い
い
得
る
で

　
　
あ
ろ
う
。
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
次
の
様
に
述
べ
る
。

　
　
「
感
覚
す
る
と
は
、
霊
魂
に
対
し
て
、
感
覚
対
象
が
刻
印
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
…
…
」
（
『
エ
ン
ネ
ァ
デ
ス
』
、
四
、
六
、
一
）
。
「
感
覚
的
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
む

　
　
象
は
霊
魂
と
い
わ
ば
結
び
つ
い
て
い
る
。
霊
魂
は
自
己
の
力
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
そ
れ
を
輝
き
出
さ
し
め
る
。
目
の
前
に
現
前
せ
し
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
。
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
感
覚
力
は
感
覚
的
対
象
を
い
わ
ば
産
錫
せ
ん
と
身
構
え
て
い
る
」
（
『
エ
ン
ネ
ァ
デ
ス
』
四
、
六
、
三
）
。

　
　
　
併
し
若
し
此
の
様
な
考
え
方
を
と
れ
ば
、
次
の
様
な
疑
問
が
生
じ
は
し
な
い
か
。
我
々
は
感
覚
を
通
し
て
、
何
等
か
の
意
瞭
に
於
て
、

　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　
　
外
界
に
就
い
て
知
る
、
と
普
通
考
え
る
が
、
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
考
え
方
に
よ
る
と
す
れ
ば
、
此
の
点
は
説
明
出
来
る
で
あ
ろ
う
か
。
感

　
　
覚
は
霊
魂
の
、
霊
魂
虜
身
に
於
け
る
運
動
に
過
ぎ
ぬ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
外
界
に
就
い
て
の
知
と
は
い
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
ア
ウ
グ
ス

　
　
チ
ヌ
ス
は
「
内
的
体
験
の
哲
学
者
」
と
い
わ
れ
る
。
彼
程
人
聞
の
心
の
内
部
に
沈
潜
し
、
そ
の
深
み
を
探
究
し
た
哲
学
考
は
他
に
な
い
と

　
　
い
わ
れ
る
。
「
外
へ
と
た
ず
ね
る
な
。
人
聞
の
心
の
内
に
真
理
が
あ
る
」
（
『
真
な
る
宗
教
』
二
九
、
七
ご
）
と
彼
は
い
う
。
併
し
此
の
様
な
方



945

法
を
と
る
と
外
界
は
冤
失
わ
れ
て
し
ま
わ
な
い
だ
ろ
う
か
。
上
に
述
べ
た
感
覚
説
を
と
れ
ば
、
外
界
は
知
り
得
ず
、
た
と
え
外
界
の
存
在

は
否
定
さ
れ
な
く
と
も
、
我
々
の
到
．
達
し
得
る
も
の
は
表
象
に
過
ぎ
ず
、
外
界
そ
れ
自
体
は
知
り
傅
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ぱ
し
な

い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
5
）

　
併
し
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
は
「
キ
リ
ス
ト
教
的
実
在
論
」
の
立
場
に
立
つ
。
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
は
『
三
位
一
体
論
』
第
十
一
巻
第
二
章
に

於
て
次
の
様
な
説
明
を
与
え
る
。
感
覚
す
る
と
は
注
意
力
に
よ
っ
て
感
覚
力
（
例
え
ば
視
力
）
と
感
覚
像
と
が
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
で

あ
る
。
感
覚
器
官
は
外
的
対
象
に
よ
っ
て
変
様
を
受
け
る
。
換
書
す
れ
ば
感
覚
器
官
は
形
づ
く
ら
れ
、
形
を
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、

感
覚
的
対
象
と
感
覚
像
と
の
関
係
は
、
伝
え
て
い
え
ば
指
輪
と
、
蝋
の
上
に
刻
印
さ
れ
た
二
輪
の
像
と
の
関
係
の
如
き
も
の
で
あ
る
。

「
併
し
（
我
々
の
見
る
）
感
覚
対
象
の
形
と
、
感
覚
対
象
に
よ
っ
て
感
覚
器
官
の
上
に
刻
印
さ
れ
た
形
と
は
、
此
の
感
覚
に
よ
っ
て
は
区

甥
出
来
な
い
。
蓋
し
両
者
は
密
着
し
て
い
て
、
両
者
を
区
押
す
る
余
地
が
な
い
か
ら
で
あ
る
」
。
併
し
我
々
は
理
性
に
よ
っ
て
両
者
の
区

別
を
推
理
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
と
い
う
の
は
、
指
…
輪
が
取
り
除
か
れ
る
と
、
そ
の
後
に
我
々
は
、
懸
の
上
に
刻
印
さ
れ
た
継
送
の
形
を

見
る
か
ら
で
あ
る
。
　
（
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
は
こ
れ
を
、
感
覚
的
対
象
が
去
っ
て
も
表
象
が
心
に
残
る
、
と
い
う
こ
と
と
対
比
し
て
述
べ
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
）
。
此
の
様
に
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
は
感
覚
対
象
を
指
輪
に
、
感
覚
器
官
を
指
輪
に
よ
っ
て
刻
印
を
与
え
ら
れ
る
蠣
に
、
比

較
し
た
。
併
し
若
し
此
の
様
に
感
覚
器
宮
は
蝋
の
様
な
も
の
だ
と
す
る
と
、
一
つ
の
感
覚
対
象
が
現
わ
れ
て
一
つ
の
感
覚
像
即
ち
刻
印
を

残
し
、
其
の
感
覚
対
象
が
去
る
と
其
の
感
覚
像
は
消
え
、
次
に
又
他
の
感
覚
対
象
が
現
わ
れ
て
自
己
の
感
覚
像
を
残
す
…
…
と
い
う
事
実

は
ど
う
説
明
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
こ
こ
で
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
は
又
巧
妙
な
比
喩
を
用
い
る
。
即
ち
此
の
蝋
の
代
り
に
液
体
を
考
え
よ
、
と

い
う
。
液
体
の
上
に
猪
輪
を
押
し
つ
け
れ
ば
、
矢
張
液
体
の
上
に
振
事
の
形
を
遡
印
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
指
輪
を
取
り
去
れ
ば
、

其
の
水
に
刻
印
さ
れ
た
形
も
消
え
、
次
の
も
の
の
灘
邸
を
重
げ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
感
覚
器
嘗
は
此
の
様
な
液
体
と
比
較
す
る
こ
と
が

出
来
る
、
と
。

、
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
此
の
考
え
方
は
深
い
真
理
性
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
併
し
人
は
尚
釈
然
と
し
な
い
も
の
を
感
ず
る
の
で
は
な
い

　
　
　
　
聖
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
認
識
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
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だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
指
輪
と
刻
印
と
の
様
に
、
実
在
界
と
表
象
界
と
を
導
け
、
表
象
界
の
彼
方
に
実
在
界
を
置
い
た
点
に
あ
る
と
思
う
。

　
　
こ
れ
は
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
や
、
…
棚
っ
て
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
考
え
た
様
に
、
主
観
と
客
観
の
根
抵
に
、
此
の
両
者
を
対
応
せ
し
め
る
全
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
者
を
考
え
、
　
「
心
は
興
る
意
味
で
す
べ
て
の
も
の
と
な
る
」
と
し
、
心
が
潜
勢
的
に
於
て
あ
る
も
の
が
顕
勢
的
に
な
る
の
が
認
識
で
あ
る
、

　
　
と
考
え
た
方
が
具
体
的
だ
と
思
う
。
そ
し
て
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
に
於
け
る
此
の
方
面
の
思
想
の
不
充
分
さ
は
、
前
に
も
述
べ
た
様
に
、
ア

　
　
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
に
於
て
主
要
関
心
箏
が
霊
魂
の
救
済
で
あ
り
、
外
界
や
感
覚
は
そ
の
も
の
と
し
て
別
に
彼
の
関
心
事
と
な
っ
て
を
ら
ず
、

　
　
霊
魂
の
救
済
へ
の
機
縁
と
い
う
意
味
に
於
て
し
か
彼
の
関
心
を
引
か
な
か
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
と
思
う
。

　
　
　
㈲
内
部
感
覚
。
内
部
感
覚
の
領
域
に
於
て
、
我
々
の
当
面
の
問
題
に
関
係
あ
る
も
の
と
し
て
一
言
す
べ
き
は
、
感
覚
的
記
憶
に
関
し
て

　
　
で
あ
る
。
日
常
的
見
解
で
は
、
記
憶
の
貯
蔵
庫
に
収
め
ら
れ
て
い
る
詑
憶
測
が
、
我
々
の
意
識
の
表
面
に
出
て
来
る
の
が
想
起
で
あ
る
と

　
　
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
は
、
そ
う
で
な
く
て
、
丁
度
外
的
感
覚
の
場
合
、
感
覚
像
が
注
意
力
に
よ
っ
て
我
々
の
視
力
と

　
　
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
視
力
が
感
覚
像
に
よ
っ
て
形
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
、
そ
れ
が
感
覚
で
あ
る
と
考
え
る
の
と
同
様
に
、

　
　
心
の
中
の
記
憶
像
が
意
志
に
よ
っ
て
内
的
視
力
（
く
圖
。
α
μ
O
μ
昌
榊
⑦
周
μ
O
同
）
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
の
が
想
起
で
あ
る
、
と
考
え
る
。
即
ち
こ
こ
で

　
　
も
メ
モ
リ
ア
、
内
的
視
力
、
意
志
の
三
一
的
構
造
が
考
え
ら
れ
、
媒
介
と
な
る
意
志
の
役
割
が
重
視
さ
れ
て
い
る
（
『
蕊
位
一
体
論
』
＋
一
、

　
　
三
、
穴
）
。
否
、
そ
れ
ば
か
り
で
な
い
。
感
覚
像
の
中
ど
れ
が
メ
モ
リ
ア
と
い
う
貯
蔵
庫
に
収
め
ら
れ
る
か
を
決
定
す
る
の
も
意
志
（
愛
）

　
　
で
あ
る
、
と
主
張
さ
れ
て
い
る
（
『
三
位
一
体
論
』
十
一
、
九
、
十
六
）
。

三
理
性
的
認
識

　
以
上
述
べ
た
感
覚
的
認
識
は
「
外
的
人
間
」
に
属
す
る
。
　
「
外
的
人
間
」
と
「
内
的
人
間
」
と
の
区
別
は
、
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
に
於
て

違
っ
た
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
が
、
認
識
説
の
場
合
は
、
　
「
外
的
人
聞
」
に
属
す
る
も
の
と
は
、
動
物
と
共
通
に
す
る
も

の
の
意
に
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
（
『
三
位
一
体
論
』
＋
二
、
一
、
一
）
。
即
ち
、
上
述
の
如
き
感
覚
的
認
識
は
声
問
と
動
物
と
に
共
通
的
で



　
　
あ
る
ひ
理
性
的
認
識
に
於
て
、
我
々
は
姶
め
て
人
閣
固
有
の
領
域
に
入
る
。
理
性
的
認
識
を
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
は
二
つ
に
区
泓
す
る
。
経

　
　
験
を
媒
介
と
す
る
経
験
的
認
識
と
、
カ
ン
ト
の
所
謂
先
天
的
認
識
で
あ
る
。
後
者
を
我
々
は
叡
知
的
認
識
と
呼
ぼ
う
。

　
　
　
経
験
的
認
識
は
個
入
の
経
験
を
媒
介
と
し
、
従
っ
て
個
人
的
な
る
も
の
で
あ
り
、
普
遍
妥
当
性
を
持
た
ぬ
。
　
「
各
人
は
夫
々
の
悟
性
的

　
　
霊
魂
を
持
っ
て
い
る
」
（
『
自
由
意
志
論
』
二
、
七
、
＋
五
）
。
羽
入
は
個
人
の
体
験
を
語
り
、
そ
れ
が
本
当
か
ど
う
か
に
就
い
て
他
人
は
捌
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　
　
何
の
批
判
も
な
し
得
な
い
。
個
人
の
語
る
事
柄
に
対
し
て
、
他
人
は
さ
も
あ
り
な
ん
と
思
う
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
知
の
領
域
で
な
く
て
、

　
　
信
（
低
き
意
味
の
）
の
領
域
で
あ
る
。
此
処
で
要
素
と
な
る
の
は
、
佃
人
的
経
験
、
及
び
個
人
的
経
験
よ
り
し
て
メ
モ
リ
ア
の
中
に
貯
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
ら
れ
た
感
覚
的
記
憶
像
で
あ
る
。
併
し
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
に
於
て
経
験
的
認
識
は
大
し
て
考
察
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
。
彼
の
問
題
と

　
　
す
る
の
は
叡
知
的
認
識
で
あ
る
。

　
　
　
叡
知
的
認
識
に
於
て
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
考
え
の
基
礎
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
イ
デ
ア
論
で
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ

　
　
ス
は
殊
に
初
期
の
著
書
及
び
『
三
位
一
体
論
』
に
果
て
、
個
人
の
理
性
の
中
に
あ
る
が
、
併
し
理
性
を
超
え
た
存
在
で
あ
り
、
す
べ
て
の

　
　
人
に
対
し
て
規
範
と
な
る
イ
デ
ア
の
存
在
に
就
い
て
語
っ
て
い
る
。
人
間
の
心
は
変
化
す
る
。
そ
れ
は
或
る
時
は
知
を
豊
か
に
持
ち
、
他

　
　
の
時
は
無
知
で
あ
る
。
そ
れ
は
或
る
時
は
善
で
あ
り
、
他
の
時
は
悪
で
あ
る
。
併
し
イ
デ
ア
は
常
住
不
変
、
永
遠
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
生

　
　
ぜ
ず
又
滅
し
な
い
。
我
々
は
そ
れ
を
知
る
。
そ
れ
は
我
々
の
中
に
あ
る
。
我
々
は
生
成
変
化
す
る
存
在
者
で
あ
る
の
に
、
イ
デ
ア
は
生
滅

　
　
を
超
え
て
い
る
。
そ
れ
は
我
々
の
心
を
超
え
た
存
在
者
で
あ
る
。
初
期
の
著
書
に
撃
て
は
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
は
、
か
か
る
高
貴
な
る
永
遠

　
　
的
存
在
者
に
与
り
得
る
存
在
者
は
、
そ
れ
自
身
又
高
貴
で
永
遠
的
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
論
拠
よ
り
し
て
、
霊
魂
の

　
　
不
滅
を
主
張
し
て
い
る
（
『
ソ
リ
ロ
キ
ア
』
二
、
＋
九
、
三
＋
三
）
。

　
　
　
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
は
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
イ
デ
ア
論
を
基
礎
と
し
つ
つ
、
こ
れ
を
キ
リ
ス
ト
教
に
調
和
す
る
よ
う
に
改
造
し
て
い
る
。
イ

　
　
デ
ア
の
典
型
的
な
る
も
の
と
し
て
は
、
中
期
の
プ
ラ
ト
ン
と
同
じ
様
に
、
数
的
イ
デ
ア
や
美
と
か
善
と
か
の
イ
デ
ア
を
挙
げ
、
又
プ
ラ
ト

　
　
ン
の
い
わ
な
か
っ
た
独
白
な
る
も
の
と
し
て
は
、
自
我
の
イ
デ
ア
や
幸
福
の
イ
デ
ア
等
を
挙
げ
て
い
る
。
　
「
一
」
と
か
「
二
」
と
か
い
う

479

　
　
　
　
　
　
聖
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
認
識
説
九
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9
　
数
の
概
念
は
、
我
々
は
こ
れ
を
経
験
的
世
界
か
ら
汲
む
の
で
は
な
い
。
我
々
の
外
部
経
験
的
徴
界
に
＝
」
な
る
も
の
は
な
い
。
何
故
な

　
　
ら
、
ど
ん
な
小
さ
な
も
の
で
も
上
下
左
右
の
部
分
を
持
ち
、
　
「
多
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
併
し
そ
れ
と
詞
時
に
、
我
々
は
「
一
し
な
る

　
　
観
念
な
し
に
「
多
」
と
い
う
観
念
を
持
ち
得
な
い
。
ま
た
数
学
的
法
難
、
例
え
ば
「
七
加
え
る
三
は
十
」
と
い
う
簡
単
な
も
の
で
も
、
我

　
　
々
は
経
験
的
世
界
か
ら
汲
む
の
で
は
な
い
。
我
々
は
数
学
的
法
則
が
あ
ら
ゆ
る
数
に
、
無
限
の
数
に
対
し
妥
当
す
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ

　
　
て
い
る
。
併
し
無
隈
な
る
数
を
我
々
は
実
際
に
於
て
経
験
し
得
な
い
。
此
の
法
則
が
経
験
を
超
え
た
も
の
で
な
い
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
経

　
　
験
し
得
な
い
も
の
に
も
妥
当
す
る
と
い
う
こ
と
を
我
々
は
知
り
得
よ
う
か
。
美
醜
、
善
悪
の
観
念
も
我
々
は
経
験
に
先
ん
じ
て
心
の
中
に

　
　
持
ち
、
こ
れ
に
よ
っ
て
事
物
の
美
醜
、
自
他
の
行
為
の
善
悪
を
判
断
す
る
。
我
々
が
自
己
の
内
を
反
省
す
れ
ば
、
直
ち
に
見
出
す
「
自
我
」

　
　
の
観
念
は
、
未
だ
真
理
に
到
達
す
る
以
前
に
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
が
暫
く
そ
の
影
響
下
に
嘩
難
し
た
ア
カ
デ
ミ
ア
派
懐
疑
論
に
対
す
る
反
駁

　
　
に
於
け
る
、
　
一
つ
の
重
要
な
る
根
拠
と
な
る
。
聾
す
べ
て
を
疑
う
。
併
し
疑
う
自
我
の
存
在
は
疑
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
　
「
我
思
う
故
に

　
　
我
あ
り
」
な
る
句
が
、
デ
カ
ル
ト
よ
り
先
に
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
い
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
事
柄
で
あ
る
。
但
し
同
じ
書
葉
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
は
い
え
、
両
人
の
見
る
角
度
が
異
り
、
従
っ
て
異
な
っ
た
意
味
内
容
を
有
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
　
「
幸
福
」
な
る
観
念
も
亦
我

　
　
々
が
経
験
に
先
じ
て
も
つ
観
念
で
あ
る
。
す
べ
て
の
人
間
は
「
幸
福
」
を
求
め
る
。
併
し
人
閥
が
自
分
の
全
然
知
ら
ぬ
も
の
を
求
め
る
わ

　
　
け
は
な
い
。
従
っ
て
常
勝
は
何
等
か
の
意
味
に
於
て
幸
福
を
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
「
幸
福
」
の
観
念
は
先
天
的
に
人
間
の
心
の
中
に

　
　
あ
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
様
な
諸
々
の
イ
デ
ア
は
、
人
間
の
心
に
先
天
的
に
刻
み
つ
け
ら
れ
て
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
は
こ
れ
を
濤
9

　
　
鱒
鍵
Φ
一
ヨ
罎
①
器
器
と
呼
ん
で
い
る
。

　
　
　
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
は
二
つ
の
点
に
於
て
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
論
を
改
造
し
た
。
　
一
つ
は
個
物
の
イ
デ
ア
を
認
め
た
こ
と
で
あ
る
。
プ
ラ

　
　
ト
ン
が
イ
デ
ア
論
を
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
元
来
の
動
機
が
、
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
流
の
、
認
識
の
感
覚
的
相
対
主
義
に
対
し
て
、
普
遍
妥
当

　
　
性
を
有
す
る
理
性
認
識
の
存
在
を
主
張
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
、
普
遍
者
の
側
面
の
強
調
が
主
筆
と
な
り
、
現
実
的
個
物
の
側
面
は
軽

　
　
視
さ
れ
た
。
真
に
存
在
す
る
も
の
は
普
遍
者
で
あ
る
。
現
実
的
摺
物
は
此
の
普
遍
者
を
分
饗
す
る
こ
と
麺
よ
っ
て
の
み
存
在
す
る
も
の
で



　
　
あ
る
。
そ
れ
は
存
在
と
非
存
在
と
の
混
合
に
過
ぎ
な
い
。
プ
ラ
ト
ン
の
後
期
に
於
け
る
イ
デ
ア
論
改
造
の
動
機
の
一
つ
は
、
イ
デ
ア
と
現

　
　
実
的
個
体
と
の
関
係
を
、
　
「
現
実
的
個
体
が
イ
デ
ア
を
分
有
す
る
」
と
か
「
イ
デ
ア
が
現
実
的
個
体
に
宿
る
扁
と
か
い
う
曖
昧
な
表
現
に

　
　
止
ま
る
こ
と
な
く
、
も
っ
と
論
理
的
に
説
明
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
併
し
結
局
取
上
げ
ら
れ
た
の
は
イ
、
デ
ア
相
互
の
関
係

　
　
の
問
題
で
、
イ
デ
ア
と
現
実
的
個
体
の
関
係
は
解
明
さ
れ
る
所
が
な
か
っ
た
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
顧
て
も
事
情
は
構
じ
で
あ
る
。
彼
は

　
　
イ
デ
ア
が
個
体
に
内
在
す
る
と
考
え
た
が
、
併
し
矢
張
問
題
と
し
た
の
は
、
此
の
内
在
す
る
形
根
で
あ
っ
て
、
個
体
は
此
の
形
桐
に
た
だ

　
　
質
料
が
加
わ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
彼
に
よ
れ
ば
真
の
意
味
の
知
識
は
佃
体
に
質
し
て
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
も
の

　
　
は
一
者
か
ら
流
出
す
る
と
考
え
た
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
至
っ
て
、
欄
体
は
無
視
出
来
ぬ
も
の
と
な
っ
た
。
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
欄
体
の
イ
デ
ア

　
　
　
　
（
9
）

　
　
を
認
め
た
。
姦
人
の
霊
魂
．
の
救
済
が
最
関
心
事
な
る
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
に
於
て
も
、
個
体
こ
そ
最
も
重
要
な
る
も
の
で
あ
る
。
当
然
ア
ウ

　
　
グ
ス
チ
ヌ
ス
は
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
従
っ
て
鰯
体
の
イ
デ
ア
を
誌
め
た
。

　
　
　
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
が
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
論
を
改
造
し
た
第
二
の
点
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
創
造
説
に
關
乱
し
て
い
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
後

　
　
期
の
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
篇
で
は
、
造
物
主
（
デ
ミ
ウ
ル
ゴ
ス
）
が
イ
デ
ア
の
世
…
界
を
晃
て
、
こ
れ
を
範
型
と
し
て
、
イ
デ
ア
を
、
既
に
予

　
　
め
存
在
し
て
い
た
質
料
に
撮
み
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
此
の
心
界
を
つ
く
っ
た
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。
併
し
若
し
そ
う
だ
と
す
る
と
、
造

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　

　
　
物
主
と
イ
デ
ア
の
世
界
と
い
う
、
二
つ
の
最
蕎
原
理
が
あ
る
こ
と
と
な
る
。
此
の
中
の
い
つ
れ
が
よ
り
高
き
翼
の
最
高
原
理
な
の
で
あ
る

　
　
か
。
プ
ラ
ト
ン
は
こ
れ
に
答
え
て
い
な
い
。
万
物
の
「
無
よ
り
の
創
造
」
を
信
ず
る
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
に
と
っ
て
は
、
勿
論
此
の
様
な
こ

　
　
と
は
問
題
と
な
ら
な
い
。
創
造
主
に
対
立
し
て
、
イ
デ
ア
の
世
界
を
置
く
が
如
き
こ
と
は
神
聖
胃
漕
で
あ
る
。
従
っ
て
イ
デ
ア
の
泄
界
は

　
　
神
の
理
性
内
容
と
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
す
べ
て
の
も
の
が
そ
れ
を
範
型
と
し
て
つ
く
ら
れ
る
永
遠
的
理
拠
（
吋
P
｛
画
○
一
μ
O
Q
Q
　
鈴
○
仲
◎
吋
｝
舜
⇔
O
）
で
あ

　
　
る
。
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
は
そ
れ
を
「
御
書
葉
」
（
＜
鶏
び
駕
ヨ
）
と
も
呼
ん
だ
。

　
　
㎝
、
イ
デ
ア
は
根
元
的
な
形
相
で
あ
る
。
事
物
の
慨
常
不
変
な
理
拠
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
っ
く
ら
れ
た
も
の
で
な
く
、
従
っ
て
永
遠
的
で
不

　
　
変
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
神
的
理
性
の
内
に
あ
る
。
イ
デ
ア
窓
身
は
不
生
不
滅
で
あ
る
が
、
生
成
心
慮
を
許
す
も
の
、
生
成
消
滅
す
る
も
の

499　
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9　
　
は
、
イ
デ
ア
に
従
っ
て
形
づ
く
ら
れ
る
の
で
あ
る
」

　
　
　
イ
デ
ア
論
に
対
し
て
な
さ
れ
る
次
の
質
問
は
、
た
と
え
人
間
の
心
に
於
け
る
イ
デ
ア
の
先
天
的
存
在
を
｝
「
認
め
る
と
し
て
も
、
そ
れ
な
ら

　
　
何
故
多
く
の
人
は
自
己
の
も
つ
イ
デ
ア
の
存
在
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
を
意
識
し
な
い
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
問
で
あ
る
。
こ

　
　
れ
に
対
し
て
プ
ラ
ト
ン
は
想
起
説
を
以
て
答
え
た
。
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
も
初
期
の
著
書
に
重
て
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
論
と
共
に
彼
の

　
　
想
起
説
を
も
受
け
入
れ
て
い
た
、
と
考
え
ら
れ
る
箇
所
が
若
干
あ
る
（
『
ソ
リ
ロ
キ
ア
』
二
〇
、
三
五
。
『
霊
魂
の
大
き
さ
』
二
〇
、
三
四
）
。
併

　
　
し
想
起
説
は
霊
魂
の
前
世
的
存
在
を
前
提
し
、
神
に
よ
る
霊
魂
の
被
造
を
信
ず
る
キ
リ
ス
ト
教
と
相
容
れ
な
い
。
又
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
は
、

　
　
プ
ラ
ト
ン
の
『
メ
ノ
ン
篇
』
に
於
て
な
さ
れ
た
如
き
、
誘
導
質
問
に
よ
っ
て
3
1
き
出
さ
れ
得
る
認
識
が
、
数
学
等
の
様
な
普
遍
妥
当
性
と

　
　
必
然
性
を
も
っ
た
知
の
み
で
あ
る
こ
と
に
も
気
づ
い
た
。
一
年
前
の
某
月
菓
日
の
タ
食
に
何
を
食
べ
た
か
は
、
如
何
に
巧
に
誘
導
質
問
し

　
　
て
も
他
人
か
ら
引
き
出
す
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
又
巧
に
誘
導
質
問
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
無
学
の
奴
隷
か
ら
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
の
定
理

　
　
を
引
き
製
し
た
な
ら
、
こ
れ
は
他
の
大
多
数
の
人
に
対
し
て
も
可
能
な
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
実
は
知
は
想
起
で
あ
る
と
い
う
主
張

　
　
に
矛
抄
す
る
、
と
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
は
い
う
。
蓋
し
幾
何
学
者
で
あ
っ
た
人
と
い
う
の
は
、
極
く
小
数
で
あ
ろ
う
か
ら
、
と
。
以
上
の
様

　
　
な
諸
考
察
よ
り
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
は
、
初
期
は
い
く
ら
か
容
認
す
る
か
に
見
え
た
想
起
説
を
後
に
は
捨
て
て
い
る
。
　
『
補
訂
録
』
に
於
て

　
　
は
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
「
学
問
の
な
い
人
も
、
巧
に
質
問
さ
れ
る
と
、
或
る
学
問
に
就
い
て
真
理
を
答
え
得
る
の
は
、
永
遠
的
理
性
の
光
が
、
彼
等
の
把
捉
し
得

　
　
る
カ
に
応
じ
て
彼
等
に
あ
る
か
ら
だ
、
と
考
え
た
方
が
本
当
ら
し
い
。
此
の
光
に
於
て
彼
等
は
不
変
的
真
理
を
甦
る
の
で
あ
る
。
プ
ラ
ト

　
　
ン
等
が
考
え
た
様
に
、
彼
等
が
嘗
て
此
等
の
真
理
を
知
り
、
そ
し
て
忘
却
し
た
（
の
を
想
起
す
る
）
為
で
は
な
い
」
（
『
補
訂
録
』
一
、
四
、

　
　
四
）
。

　
　
　
併
し
想
起
説
は
、
そ
の
神
話
的
外
装
を
取
去
っ
て
実
質
を
晃
れ
ば
、
大
き
な
真
理
性
を
も
つ
思
想
で
あ
る
。
其
の
真
理
的
実
質
は
、
一

　
　
言
に
し
て
い
え
ば
、
認
識
を
、
人
間
の
心
が
潜
勢
態
に
於
て
も
つ
も
の
の
、
顕
勢
態
へ
の
移
行
と
し
て
把
捉
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。



　
　
此
の
考
え
方
を
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も
受
け
入
れ
て
、
以
て
彼
の
認
識
説
の
根
本
原
理
と
な
し
た
が
、
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
も
此
の
点
を
取

　
　
り
入
れ
、
こ
れ
を
キ
リ
ス
ト
教
に
調
和
す
る
よ
う
に
改
造
し
た
。
こ
れ
彼
の
照
明
説
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
先
に
引
用
し
た
『
補
訂
録
』

　
　
一
、
四
、
四
、
の
書
葉
を
見
て
も
明
か
で
あ
る
。

　
　
　
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
照
明
説
は
、
既
に
其
の
初
期
の
著
書
に
於
て
、
想
起
説
と
並
ん
で
説
か
れ
て
い
る
が
、
想
起
説
と
照
明
説
と
の
聯

　
　
関
を
最
も
よ
く
示
す
も
の
は
、
『
教
師
論
』
（
U
⑩
ζ
聾
σ
q
一
ω
霞
。
）
の
中
の
議
論
で
お
る
と
思
う
。
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
は
此
処
に
於
て
は
、
プ

　
　
ラ
ト
ン
に
な
か
っ
た
発
想
よ
り
出
発
し
て
い
る
。
即
ち
雷
語
と
そ
の
も
つ
意
味
と
の
関
係
、
思
想
交
通
（
O
O
営
鵬
P
窪
P
一
〇
節
飢
O
⇔
）
の
問
題
で

　
　
あ
る
。
我
々
は
他
人
と
思
想
交
換
を
す
る
場
合
、
人
と
話
を
す
る
か
、
本
や
書
き
物
を
見
る
か
、
或
は
身
振
り
、
手
真
似
に
よ
る
か
閉
す

　
　
る
が
、
併
し
何
れ
の
場
合
で
も
、
そ
れ
は
我
々
の
感
覚
を
通
し
て
な
す
他
な
い
。
他
人
の
語
る
書
葉
と
難
も
我
々
の
耳
朶
を
打
つ
音
響
で

　
　
あ
り
、
我
々
の
読
む
文
字
と
羅
も
目
に
映
ず
る
視
覚
的
対
象
に
過
ぎ
ぬ
。
ど
う
し
て
此
等
の
も
の
が
我
々
に
対
し
て
意
味
を
持
ち
得
る
の

　
　
で
あ
る
か
。
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
は
い
う
。
言
葉
は
結
局
事
物
に
対
す
る
符
徴
に
過
ぎ
ぬ
。
例
え
ば
A
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
問
に
対
し
、

　
　
我
々
は
そ
れ
は
B
で
あ
る
と
答
え
る
。
そ
れ
で
は
B
は
何
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
C
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
C
は
何
で
あ
る
か
…
…
。
か
く
一

　
　
つ
の
吉
徴
に
対
し
他
の
符
徴
を
以
て
置
き
換
え
る
だ
け
で
あ
る
。
結
周
最
後
に
は
物
自
体
を
指
し
示
し
て
知
っ
て
貰
う
以
外
に
方
法
は
な

　
　
い
。
併
し
指
し
示
す
と
い
っ
て
も
、
石
と
は
何
で
あ
る
か
、
壁
と
は
何
で
あ
る
か
、
の
様
な
簡
単
な
問
に
対
し
て
は
可
能
で
あ
る
が
、
少

　
　
し
複
雑
な
問
に
対
し
て
は
駄
営
で
あ
る
。
例
え
ば
「
急
ぐ
」
と
は
何
で
あ
る
か
。
人
は
こ
れ
を
示
す
べ
く
、
立
上
っ
て
小
走
り
に
走
る
で

　
　
あ
ろ
う
。
併
し
見
る
入
は
、
よ
り
多
く
は
寧
ろ
そ
れ
を
「
走
る
」
と
解
釈
す
る
で
あ
ろ
う
。
否
、
石
や
壁
を
指
し
て
も
、
世
人
は
石
や
壁

　
　
そ
れ
自
体
よ
り
も
、
寧
ろ
石
や
壁
の
も
つ
「
白
色
」
を
意
味
し
て
い
る
と
思
う
か
も
知
れ
な
い
。
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
い
う
こ
と
は
我
々

　
　
の
口
輪
経
験
す
る
所
で
あ
る
。
例
え
ば
我
々
は
分
ら
ぬ
文
字
の
意
味
を
知
ろ
う
と
思
っ
て
辞
典
を
引
く
時
、
或
る
字
を
知
る
為
に
は
他
の

　
　
字
を
引
き
更
に
又
穂
の
字
を
引
か
ね
ば
な
ら
ぬ
等
々
の
こ
と
が
あ
る
。
又
数
学
の
難
問
に
ぶ
つ
か
っ
て
、
模
範
解
答
を
見
て
も
分
ら
ぬ
場

　
　
合
が
あ
る
。
ご
く
簡
単
に
書
い
て
あ
る
個
所
が
分
ら
ぬ
。
説
明
が
簡
単
な
の
は
、
事
柄
が
単
純
で
も
う
説
明
の
し
ょ
う
が
な
い
か
ら
で
あ
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る
。
結
局
選
分
で
考
え
て
、
毎
分
で
納
得
す
る
他
は
な
い
。
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
い
っ
て
い
る
こ
と
は
、
結
局
デ
ィ
ル
タ
イ
等
の
い
う
、

　
　
人
間
の
精
神
的
生
の
「
生
、
表
現
、
了
解
」
と
い
う
構
造
聯
関
の
考
え
方
へ
と
発
展
す
る
思
想
で
あ
ろ
う
が
、
勿
論
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
は

　
　
此
の
思
想
を
認
識
論
的
に
展
開
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
は
以
上
の
議
論
の
結
論
と
し
て
次
の
様
に
い
う
。
他
入
と

　
　
の
談
話
、
説
教
等
に
よ
る
に
せ
よ
．
或
は
書
物
に
よ
る
に
せ
よ
、
我
々
は
外
か
ら
、
他
人
か
ら
は
、
何
事
を
も
教
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な

　
　
い
。
談
話
も
書
物
も
機
縁
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
我
々
を
教
え
る
真
の
教
子
は
我
々
自
身
の
内
に
い
る
の
で
あ
る
。
我
々
が
他
人
の

　
　
談
話
や
書
物
か
ら
何
を
学
ぶ
か
、
そ
の
言
葉
を
ど
う
解
釈
す
る
か
は
、
我
淘
自
身
が
如
何
な
る
人
間
で
あ
る
か
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
我

　
　
々
の
人
格
に
よ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
に
よ
れ
ば
我
々
の
人
格
の
核
心
は
意
志
、
愛
で
あ
る
。
同
じ
鐘
も
突
く
人
の
カ

　
　
の
強
弱
に
よ
り
種
々
の
音
を
発
す
る
よ
う
に
、
優
れ
た
芸
術
作
晶
や
思
想
も
こ
れ
に
接
す
る
人
の
力
量
の
如
何
に
よ
っ
て
も
深
く
も
浅
く

　
　
も
解
釈
さ
れ
、
味
わ
れ
る
、
と
よ
く
入
は
い
う
。
併
し
こ
れ
は
単
に
芸
術
蟻
壁
に
就
い
て
の
み
い
わ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
我
々
の

　
　
接
す
る
森
羅
万
象
に
就
い
て
も
い
わ
れ
得
る
。
或
る
入
は
世
界
の
中
に
単
に
物
質
の
運
動
と
聯
関
を
為
る
。
或
る
入
は
単
に
冷
い
自
然
法

　
　
則
の
体
系
を
見
る
。
繋
る
人
は
大
豪
然
の
生
命
を
感
ず
る
。
そ
し
て
又
或
る
人
は
其
の
中
に
、
生
き
働
く
神
を
見
る
。
我
々
は
外
を
見
て
、

　
　
そ
し
て
其
処
か
ら
教
え
ら
れ
て
い
る
様
に
思
う
が
、
実
は
外
の
も
の
は
機
縁
に
過
ぎ
ず
、
我
々
は
内
部
の
「
教
師
」
の
声
に
よ
っ
て
教
え

　
　
導
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
其
の
内
な
る
「
教
師
」
の
声
を
ど
の
程
度
聞
く
カ
を
も
っ
か
は
、
我
々
の
人
格
に
、
意
志
に
、
愛
に
よ

　
　
る
。
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
は
こ
の
こ
と
を
次
の
様
な
例
を
挙
げ
て
説
明
し
て
い
る
。
　
「
エ
ピ
キ
ュ
ロ
ス
主
義
を
奉
じ
、
従
っ
て
霊
魂
は
死
後

　
　
滅
す
る
と
考
え
て
い
る
人
が
、
糟
神
的
事
物
を
理
解
し
得
る
能
力
あ
る
人
に
対
し
て
、
か
っ
て
賢
人
達
が
な
し
た
霊
魂
不
滅
の
証
明
の
説

　
　
明
を
す
る
場
含
を
想
像
せ
よ
。
聞
き
手
は
語
り
手
が
虞
実
を
語
っ
て
い
る
と
判
断
す
る
。
併
し
語
り
手
自
身
は
、
自
分
の
い
っ
て
い
る
こ

　
　
と
が
真
実
か
ど
う
か
を
知
ら
な
い
。
否
、
そ
れ
は
全
く
誤
っ
て
い
る
と
さ
え
信
じ
て
い
る
。
我
々
は
、
語
・
り
手
自
身
が
知
ら
な
い
こ
と
を

　
　
教
え
得
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
」
（
『
教
師
論
』
十
三
、
四
一
）
。

　
　
　
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
は
此
の
内
な
る
「
教
師
」
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
と
い
う
。
広
く
認
識
論
一
般
に
通
ず
る
議
論
を
し
て
い
る



　
　
時
に
、
突
然
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
名
が
出
て
来
る
の
を
、
人
は
奇
異
に
思
う
か
も
知
れ
ぬ
が
、
併
し
ア
ヴ
グ
ス
チ
ヌ
λ
に
ど
っ
て
認
識

　
　
論
の
議
論
を
す
る
の
が
鳳
的
で
な
く
、
霊
魂
の
救
済
が
主
眼
で
あ
り
、
寧
ろ
認
識
的
議
論
は
、
そ
れ
へ
と
導
く
道
と
し
て
附
加
的
に
説
か

　
　
れ
て
い
る
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
の
こ
と
も
納
得
繊
来
る
と
悪
う
。

　
　
　
此
の
様
に
、
我
々
が
も
の
を
知
る
の
は
、
決
し
て
外
か
ら
教
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
我
々
の
内
な
る
「
教
師
」
に
よ
っ
て
教
え
ら
れ

　
　
る
の
で
あ
る
一
「
或
る
も
の
を
理
工
す
る
と
は
、
自
分
が
其
処
迄
発
展
す
る
こ
と
で
あ
る
」
（
ゲ
ー
テ
）
1
…
と
い
う
考
え
方
を
掘
下
げ

　
　
て
、
人
間
の
精
神
の
認
識
論
的
構
造
を
兇
た
の
が
照
明
説
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
此
処
で
も
重
要
な
の
は
人
間
の
理
性
の
三
一
的
溝
造
で

　
　
あ
る
。
人
望
の
理
性
は
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
に
よ
れ
ば
、
メ
モ
リ
ア
、
知
性
（
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
テ
ィ
ア
）
、
意
志
の
三
契
機
よ
り
な
り
、
此
の

　
　
三
者
は
相
互
貫
入
の
関
係
に
あ
る
。
丁
度
感
覚
的
認
識
に
於
て
、
感
覚
像
と
視
力
と
を
注
意
力
が
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
我
々
に
感

　
　
覚
が
生
ず
る
如
く
、
叡
知
的
認
識
に
於
て
は
、
メ
モ
リ
ア
に
於
て
あ
る
イ
デ
ア
と
知
性
と
を
意
志
（
愛
）
が
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

　
　
我
々
の
叡
知
的
作
用
は
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
感
覚
的
作
用
に
於
て
は
感
覚
的
光
が
、
感
覚
的
作
用
の
行
わ
れ
る
為
の
媒
介
を
な

　
　
す
が
、
隅
様
に
叡
知
的
作
用
に
於
て
は
、
叡
知
的
光
に
照
ら
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
叡
知
的
作
用
は
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
人
間
の

　
　
弱
き
知
性
は
、
上
よ
り
の
光
に
照
ら
さ
れ
て
始
め
て
真
理
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
、
と
い
う
思
想
は
、
近
世
の
、
例
え
ば
其
の
先
頭
に
立
つ

　
　
デ
カ
ル
ト
に
表
現
さ
れ
て
い
る
が
如
き
、
入
間
は
本
来
的
に
自
己
の
中
に
「
自
然
の
光
」
を
も
っ
と
い
う
人
聞
至
上
主
義
の
蔓
こ
る
時
代

　
　
を
除
け
ば
、
当
然
多
く
の
人
の
抱
く
思
想
で
あ
ろ
う
。
ボ
イ
ム
ケ
ル
が
示
し
た
様
に
、
　
「
光
の
形
而
上
学
」
は
西
洋
の
哲
学
思
想
史
に
於

　
　
け
る
大
き
な
衷
現
と
し
て
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
、
叡
知
界
の
光
た
る
善
の
イ
デ
ア
の
思
想
以
来
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
ジ
ョ
ル
ダ
ノ
・
ブ
ル
ノ

　
　
一
等
、
更
に
其
後
に
盃
る
迄
、
畏
き
系
譜
を
も
つ
が
、
更
に
そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
の
み
な
ら
ず
、
イ
ン
ド
、
ア
ラ
ビ
ア
等
に
も
見
ら

　
　
れ
る
も
の
で
・
人
闘
の
毒
に
根
ざ
し
た
思
想
と
番
ん
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
．
墾
・
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
も
此
の
愚
史
の
壽
畑
の
中
撞
置

　
　
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
に
最
も
影
響
を
与
え
て
い
る
の
は
・
盤
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
と
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
で
あ
ろ
う
。
聖

　
　
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
序
言
に
い
う
。
　
「
御
書
葉
（
＜
Φ
窃
駕
舅
）
の
中
に
生
命
あ
り
、
生
命
は
人
間
の
光
た
り
き
。
…
…
御
書
葉
は
此
の
世
に
出

539　
　
　
　
　
　
聖
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
認
識
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
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9
　
て
来
る
凡
て
の
人
を
照
ら
す
真
の
光
な
り
き
。
曾
て
世
に
あ
り
、
世
説
こ
れ
に
よ
り
て
成
り
た
れ
ど
も
、
世
こ
れ
を
知
ら
ざ
り
き
」
。
又
プ

　
　
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
は
次
の
様
な
個
所
が
あ
る
。
　
「
精
神
（
ヌ
ー
ス
）
の
目
は
、
他
の
も
の
即
ち
光
（
こ
こ
で
は
感
覚
的
光
で
な
く
し
て
叡
知

　
　
的
光
を
意
味
す
）
に
よ
っ
て
、
細
論
の
存
在
者
に
よ
っ
て
照
ら
さ
れ
た
事
物
を
見
、
こ
れ
ら
の
事
物
に
於
て
光
を
見
る
。
精
神
が
、
照
ら

　
　
さ
れ
た
事
物
に
注
意
を
向
け
る
と
、
光
を
よ
り
弱
く
し
か
見
な
い
。
併
し
晃
ら
れ
た
事
物
か
ら
注
意
を
そ
ら
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
が
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
　
る
所
の
も
の
に
目
を
向
け
る
と
、
光
を
、
光
の
根
源
を
、
見
る
」

　
　
　
既
に
述
べ
た
様
に
、
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
自
身
が
、
認
識
論
を
説
こ
う
と
意
図
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
従
っ
て
照
明
説
に
就
い
て
の
思
想

　
　
も
彼
の
著
書
の
各
所
に
散
在
し
、
夫
々
の
個
所
に
於
け
る
思
想
連
関
に
よ
っ
て
、
夫
々
違
っ
た
側
葱
が
述
べ
ら
れ
或
は
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　
　
そ
う
い
う
事
情
も
手
伝
っ
て
、
彼
の
照
明
説
は
昔
か
ら
種
々
に
解
釈
さ
れ
来
っ
た
。
今
此
処
で
は
そ
れ
ら
の
諸
解
釈
に
は
触
れ
ず
、
簡
単

　
　
に
、
我
々
が
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
真
意
と
考
え
る
所
を
述
べ
た
い
と
思
う
。

　
　
　
先
づ
、
重
要
で
注
意
す
べ
き
は
「
メ
モ
リ
ア
」
の
概
念
で
あ
る
。
メ
モ
リ
ア
は
邦
訳
す
れ
ば
勿
論
「
記
憶
」
で
あ
る
が
、
今
日
我
々
が

　
　
「
記
憶
し
の
名
の
下
に
考
え
る
よ
り
も
遙
か
に
広
く
深
い
意
味
を
有
す
る
。
ジ
ル
ソ
ン
は
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
い
う
所
の
記
憶
は
、
　
「
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
B
）

　
　
在
の
詑
憶
」
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
が
、
併
し
「
現
在
の
記
憶
」
と
い
う
だ
け
で
は
充
分
で
な
い
と
思
う
。
そ
れ
は
我
々
の
表
象
の
世
界
、

　
　
意
識
の
世
界
の
み
な
ら
ず
、
意
識
下
の
世
界
、
意
識
の
根
抵
に
あ
っ
て
、
其
処
よ
り
し
て
種
々
の
精
神
的
要
素
が
意
識
に
浮
び
上
る
世
界
、

　
　
我
々
の
意
識
の
根
抵
に
あ
る
無
意
識
世
界
の
深
層
を
も
含
む
。
勿
論
そ
れ
は
我
々
の
今
臼
普
通
に
「
記
憶
」
と
呼
ぶ
所
の
も
の
を
も
含
む
。

　
　
即
ち
感
覚
に
起
因
す
る
記
憶
像
の
貯
え
ら
れ
る
場
所
と
い
う
側
面
を
も
持
つ
。
此
の
側
面
を
我
々
は
感
覚
的
メ
モ
リ
ア
と
呼
ぶ
こ
と
が
出

　
　
来
よ
う
。
併
し
そ
れ
は
又
、
感
覚
よ
り
来
ら
ざ
る
、
感
覚
的
経
験
に
難
じ
て
あ
る
、
先
天
的
イ
デ
ア
の
存
在
す
る
場
所
と
い
う
側
面
を
も

　
　
持
つ
の
で
、
こ
れ
を
我
々
は
先
天
的
メ
モ
リ
ア
と
呼
ぶ
こ
と
が
出
来
よ
う
。
今
此
処
で
問
題
と
な
っ
て
る
の
は
勿
論
後
者
で
あ
る
。
我
々

　
　
の
心
は
深
淵
で
あ
る
。
其
の
深
き
底
を
我
々
自
身
も
知
ら
な
い
。
　
「
メ
モ
リ
ア
」
の
深
い
、
広
大
な
る
領
域
に
就
い
て
、
　
『
告
白
録
』
第

　
　
十
巻
に
於
て
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
は
驚
嘆
の
声
を
挙
げ
て
い
る
。
我
々
の
心
の
深
き
奥
底
を
我
々
自
身
見
透
す
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。



　
　
其
の
深
き
奥
底
の
更
に
奥
深
く
、
神
い
ま
し
給
う
の
で
あ
る
（
『
出
口
・
田
録
画
十
、
　
二
一
九
、
　
一
二
六
）
。
「
神
よ
、
汝
は
私
の
最
内
部
よ
り
更
に
内
都

　
　
に
…
…
私
の
最
高
部
よ
り
更
に
高
く
在
し
給
う
」
（
『
告
白
録
十
三
、
六
、
十
一
）
。
神
は
内
在
に
し
て
超
越
で
あ
る
。
神
は
我
々
の
内
部
に
、

　
　
そ
し
て
、
我
々
を
超
え
て
、
在
し
給
う
の
で
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
に
於
て
メ
モ
リ
ア
の
概
念
は
心
理
学
的
な
概
念
に
止
ま
ら
ず
、
形

　
　
而
上
学
的
な
概
念
で
あ
る
。
否
、
形
而
上
学
的
な
概
念
に
止
ら
ず
、
宗
教
的
な
概
念
で
あ
る
。

　
　
　
我
々
の
心
と
我
々
の
メ
モ
リ
ア
と
の
関
係
に
就
い
て
の
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
思
想
は
、
　
『
三
位
一
体
論
』
の
第
八
巻
以
下
の
後
半
部
、

　
　
殊
に
第
九
巻
、
第
十
巻
等
に
於
て
窺
い
知
る
こ
と
が
出
来
る
と
思
ふ
。
神
は
万
物
を
創
り
給
う
た
。
従
っ
て
す
べ
て
の
も
の
は
三
位
一
体

　
　
な
る
神
の
痕
跡
（
〈
Φ
ω
臨
σ
q
貯
ヨ
）
を
も
っ
て
い
る
。
従
っ
て
三
一
懸
紐
造
を
示
し
て
い
る
。
併
し
三
一
的
構
造
を
も
っ
か
ら
と
い
っ
て
、
神

　
　
の
似
姿
（
置
β
簿
㈹
o
）
で
あ
る
と
い
え
る
わ
け
で
は
な
い
。
神
の
疑
獄
と
い
え
る
も
の
は
人
間
で
あ
る
。
否
、
人
間
で
は
な
く
て
其
の
霊
魂

　
　
で
あ
る
。
否
、
あ
ら
ゆ
る
霊
魂
が
そ
う
な
の
で
は
な
い
。
不
正
な
る
霊
塊
、
悪
し
き
汚
れ
た
る
も
の
を
考
え
つ
つ
あ
る
霊
．
魂
は
神
の
似
姿

　
　
で
は
な
い
。
慮
己
を
考
え
、
自
己
を
愛
し
つ
つ
あ
る
霊
魂
と
、
神
を
考
え
、
神
を
愛
し
つ
つ
あ
る
霊
魂
の
み
が
、
神
の
「
似
姿
」
と
い
わ

　
　
れ
る
に
値
す
る
。
そ
し
て
後
者
の
方
が
よ
り
完
全
な
る
神
の
「
似
姿
」
で
あ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
　
『
三
位
一
体
論
』
第
九
巻
に
於
て

　
　
は
心
（
ヨ
Φ
口
o
o
）
、
自
己
の
知
（
8
蜂
鰐
。
・
乱
）
、
自
己
の
愛
（
9
欝
。
擁
ω
巴
）
な
る
三
一
的
溝
造
を
も
つ
霊
魂
が
神
の
謬
p
α
Q
o
と
呼
ば
れ
る

　
　
に
ふ
さ
わ
し
い
所
以
を
、
又
第
十
巻
、
第
十
四
巻
に
於
て
は
メ
モ
リ
ア
、
神
の
知
（
冒
滞
飯
σ
窺
①
簿
貯
○
魚
）
、
神
へ
の
意
志
、
愛
（
〈
o
ピ
p
審
ω

　
　
U
o
一
）
の
三
一
的
講
造
を
も
つ
霊
魂
が
神
の
一
三
螢
α
蔓
○
と
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
所
以
を
、
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
は
説
明
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
ヨ
①
霧
と
ヨ
①
ヨ
。
村
β
と
は
第
一
の
位
格
に
、
昌
○
目
配
。
・
鑑
と
貯
8
臼
α
Q
Φ
簿
β
U
魚
と
は
第
二
の
位
格
に
、
鋤
ヨ
。
村
。
。
昆
と
く
。
ご
口
欝
ω

　
　
O
既
と
は
第
三
の
位
格
に
対
応
す
る
。
（
勿
論
此
の
対
応
が
厳
密
な
も
の
で
な
い
こ
と
も
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
は
強
調
す
る
）
。
ア
ウ
グ
ス
チ

　
　
ヌ
ス
が
此
の
二
つ
の
一
義
鋤
σ
q
o
を
あ
げ
た
の
は
、
自
己
と
神
と
を
知
る
こ
と
の
み
が
、
人
間
に
と
っ
て
必
要
で
あ
る
と
い
う
、
『
ソ
リ
ロ
キ

　
　
ア
』
に
表
現
さ
れ
て
い
る
思
想
や
、
人
間
は
自
己
の
内
部
に
深
く
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
神
に
近
づ
く
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
、
　
『
告

　
　
白
録
』
に
表
現
さ
れ
て
い
る
思
想
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
自
己
の
内
部
へ
、
そ
し
て
自
己
の
内
部
よ
り
神
へ
、
と
い
う
の
が
ア
ウ
グ

559　
　
　
　
　
　
聖
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
認
識
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
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ス
チ
ヌ
ス
の
説
く
遵
で
あ
る
。
此
処
で
、
上
述
の
二
つ
の
「
似
姿
」
に
於
て
二
等
ω
と
ヨ
①
導
。
鼠
麟
と
が
対
比
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
ア

　
　
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
考
え
て
い
る
ヨ
Φ
ヨ
鶏
雷
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
よ
く
示
す
。
即
ち
メ
モ
リ
ア
は
、
我
々
が
普
通
に
人
間
の
心

　
　
と
呼
ぶ
も
の
の
更
に
底
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
前
に
も
述
べ
た
如
く
、
そ
れ
は
人
間
の
意
識
の
根
抵
た
る
意
識
下
（
或
は
超
意
識
）
の
領

　
　
域
を
も
含
む
。
其
処
に
は
感
覚
的
経
験
に
先
ん
じ
て
、
感
覚
的
経
験
に
よ
ら
ず
し
て
、
数
学
的
、
美
的
、
道
徳
的
、
宗
教
的
の
諸
イ
デ
ア

　
　
が
我
々
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
照
明
に
よ
り
我
々
は
此
等
の
イ
デ
ア
を
見
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
現
実
に
於
け
る
諸
々
の
も
の
、
諸

　
　
諸
の
関
係
に
対
し
て
、
緬
値
判
断
を
下
す
の
で
あ
る
。

　
　
　
メ
モ
リ
ア
は
我
々
の
心
の
奥
底
に
あ
る
。
我
々
の
心
を
超
え
た
我
々
で
あ
る
。
そ
れ
の
薫
る
部
分
を
我
々
は
意
識
し
て
い
な
い
。
又
其

　
　
の
或
る
部
分
を
我
々
自
脅
も
知
ら
な
い
。
併
し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
そ
れ
は
我
々
の
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
此
の
事
情
を
説
明
す
る
の
に
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
様
に
、
潜
勢
態
と
顕
勢
態
の
考
え
方
を
用
い
て
い
る
。
数
学

　
　
者
が
今
音
楽
を
楽
し
ん
で
い
る
と
せ
よ
、
数
学
者
は
数
学
を
知
っ
て
い
る
。
併
し
今
そ
れ
を
考
え
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
数
学
に
就
い
て

　
　
の
知
識
は
今
彼
に
薄
し
て
、
潜
勢
態
の
状
態
に
於
て
し
か
な
い
。
人
間
は
丁
度
此
の
音
楽
を
楽
し
ん
で
い
る
数
学
者
の
様
な
状
態
に
あ
る
。

　
　
彼
の
意
識
上
に
あ
る
も
の
は
、
彼
の
所
有
す
る
も
の
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
。
彼
は
、
彼
の
知
ら
な
い
も
の
を
も
多
く
も
っ
て
い
る
の
で
あ

　
　
る
。
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
は
上
に
述
べ
た
意
味
の
潜
勢
的
な
知
識
を
嵩
。
ω
ω
①
（
広
義
の
「
知
る
」
）
と
い
い
、
顕
勢
的
な
知
識
を
陣
導
㊦
簑
m
①
嵩

　
　
と
呼
ん
で
い
る
。
人
闘
は
冒
8
≡
α
q
①
養
し
て
い
な
い
多
く
の
も
の
を
謬
。
ω
ω
o
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
先
天
的
な
イ
デ
ア
は
、
心
の
奥
深
く
メ
モ
リ
ア
の
中
に
蔵
さ
れ
て
い
る
。
併
し
イ
デ
ア
の
中
に
も
、
割
合
に
意
識
の
層
の
近
く
に
蔵
さ

　
　
れ
て
い
る
も
の
と
、
も
っ
と
深
層
に
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
と
の
区
溺
が
あ
る
と
思
う
。
数
学
的
イ
デ
ア
、
道
徳
的
イ
デ
ア
、
美
的
イ
デ
ア

　
　
簸
、
は
比
較
的
、
意
識
の
層
近
く
に
位
し
、
神
の
イ
デ
ア
等
の
宗
教
的
イ
デ
ア
は
深
層
に
位
す
る
と
い
え
よ
う
。
と
い
う
の
は
、
数
学
的
判

　
　
断
、
道
徳
的
判
断
等
が
普
遍
妥
当
性
を
も
つ
こ
と
は
、
多
く
の
入
に
よ
っ
て
、
さ
し
て
困
難
な
く
承
認
さ
れ
る
が
、
神
な
ど
の
宗
教
的
観

　
　
念
に
は
（
殊
に
現
代
に
於
て
）
承
認
を
拒
む
入
も
多
く
見
出
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
供
し
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
に
・
．
“
れ
ば
、
す
べ
て
の
人
は
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神
を
も
鐸
。
ω
の
③
し
て
い
る
の
で
あ
る
α
潜
勢
的
に
は
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
ひ
と
い
う
の
は
、
す
べ
て
の
人
は
幸
福
を
求
め
て
い
る
が
、

併
し
人
間
は
全
然
知
ら
ぬ
も
の
を
求
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
従
っ
て
何
等
か
の
意
味
に
於
て
幸
福
を
知
っ
て
い
る
。
併
し
又
幸
福
と
は
、

神
の
中
に
休
ら
う
こ
と
に
の
み
存
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
何
等
か
の
意
味
に
撃
て
神
を
も
知
っ
て
い
る
と
は
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
幸
福
の

イ
デ
ア
も
神
の
イ
デ
ア
も
入
間
の
メ
モ
リ
ア
深
く
蔵
さ
れ
て
い
る
。
勿
論
彼
は
意
識
的
に
は
、
顕
勢
的
に
は
、
こ
れ
を
知
ら
ぬ
か
も
知
れ

ぬ
。
併
し
幸
福
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
神
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
、
而
し
て
全
然
知
ら
ぬ
も
の
を
入
は
求
め
る
わ
け
は
な

い
の
で
あ
る
。
勿
論
多
く
の
人
は
こ
れ
に
反
駁
す
る
か
も
知
れ
ぬ
。
自
労
は
自
分
の
富
に
於
て
、
権
勢
に
於
て
、
名
声
に
撃
て
、
家
族
友

人
の
親
愛
に
於
て
、
充
分
幸
福
で
あ
る
、
神
等
は
い
ら
ぬ
、
と
。
併
し
す
べ
て
の
此
の
世
の
も
の
は
過
ぎ
譲
る
。
家
族
友
人
も
や
が
て
老
い
、

死
ぬ
る
で
あ
ろ
う
。
窟
や
権
勢
や
名
声
も
失
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
汝
自
身
も
死
な
ね
ば
な
ら
ぬ
。
死
に
心
魂
し
て
尚
、
以
上
の
も

の
に
誇
り
、
神
は
い
ら
ぬ
と
豪
語
す
る
こ
と
の
出
来
る
人
閥
が
果
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
ト
ル
ス
ト
イ
が
『
イ
ワ
ン
・
イ
リ
ッ
チ
の
死
』

や
『
主
人
と
下
男
』
に
於
て
描
写
し
た
様
な
、
此
等
の
小
説
の
主
人
公
達
の
気
持
が
、
死
に
直
面
し
て
の
す
べ
て
の
人
間
の
気
持
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
「
我
が
兄
弟
な
る
菟
よ
、
讃
美
さ
れ
て
あ
れ
。
汝
も
亦
神
の
賜
物
で
あ
る
」
、
と
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
が
「
太
陽
の
讃
歌
」
に
於

て
歌
っ
た
様
な
気
持
は
、
神
を
信
ず
る
も
の
の
み
の
持
ち
得
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
此
の
様
に
す
べ
て
の
入
間
は
メ
モ
リ
ア
の
中
に
、
神
の

イ
デ
ア
を
持
つ
。
人
間
は
神
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
も
の
な
る
故
に
。
ま
た
、
す
べ
て
の
人
問
は
神
を
求
め
る
。
人
間
は
神
に
よ
っ
て
創

造
さ
れ
た
る
も
の
な
る
故
に
。
併
し
多
く
の
人
は
、
本
来
自
分
が
何
処
よ
り
来
り
、
又
自
分
が
何
を
求
め
て
い
る
か
を
も
知
ら
な
い
。
併

し
彼
の
目
ざ
し
た
幸
福
を
実
際
掌
中
に
収
め
た
時
、
そ
れ
は
彼
を
満
足
さ
せ
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
彼
は
知
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
此
の

様
な
幻
滅
の
悲
哀
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
真
に
自
分
を
満
足
さ
せ
得
る
も
の
は
神
以
外
に
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
晩
か
れ
早
か
れ
彼

は
知
る
で
あ
ろ
う
。
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
が
『
告
白
録
』
に
於
て
語
っ
て
い
る
の
も
、
此
の
通
な
彼
の
精
神
的
展
開
で
あ
る
。
　
「
主
よ
、
汝

は
我
々
を
汝
に
向
け
て
造
り
給
う
た
。
汝
の
中
に
憩
う
迄
我
等
の
心
安
ら
か
な
る
を
得
ず
」
。

　
感
覚
的
認
識
に
於
て
感
覚
的
光
が
認
識
の
媒
介
に
な
る
よ
う
に
、
叡
知
的
認
識
に
於
て
叡
知
的
証
、
神
的
光
が
そ
れ
の
媒
介
を
な
す
、

　
　
　
　
聖
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
認
識
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
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螂　
　
と
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
は
い
う
。
此
の
両
方
の
認
識
に
顧
て
、
感
覚
的
光
と
神
的
光
と
は
平
行
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
併
し
其
の
果
す

　
　
役
割
が
異
な
る
と
い
う
側
面
も
あ
る
と
思
う
。
即
ち
感
覚
的
光
の
場
合
、
そ
れ
は
認
識
主
体
に
無
関
係
な
、
客
観
的
な
存
在
者
で
あ
る
。

　
　
併
し
神
的
光
の
場
合
は
、
客
観
的
な
存
在
者
と
い
う
よ
り
も
、
寧
ろ
認
識
主
体
に
働
き
か
け
て
、
其
の
認
識
能
力
を
強
め
る
所
の
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
　
あ
ろ
う
。
「
照
明
」
と
い
う
の
も
比
楡
で
、
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
は
同
じ
事
柄
を
又
異
っ
た
比
喩
を
以
て
も
い
い
現
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
そ
れ
は
蝋
と
、
蝋
に
対
し
行
わ
れ
る
劾
印
の
比
楡
で
あ
る
。
入
の
心
は
蝋
で
あ
る
。
イ
デ
ア
は
凱
＄
Φ
一
芸
嘆
霧
。
・
嚢
。
①
の
名
の
如
く
、
其
の

　
　
蝋
な
る
心
に
押
し
つ
け
ら
れ
た
刻
印
で
あ
る
。
併
し
此
の
刻
印
は
、
心
の
表
面
に
か
す
か
に
刻
印
さ
れ
た
場
合
も
あ
れ
ば
、
深
く
刻
印
さ

　
　
れ
た
場
舎
も
あ
る
。
例
え
ば
「
正
義
」
と
い
う
イ
デ
ア
は
す
べ
て
こ
の
人
の
心
に
刻
印
さ
れ
て
い
る
。
正
義
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
、
す

　
　
べ
て
の
人
が
知
っ
て
い
る
。
行
の
正
し
く
な
い
人
も
、
　
「
正
し
い
行
と
は
何
か
」
と
い
う
こ
と
は
知
っ
て
い
る
。
即
ち
正
し
く
な
い
人
の

　
　
心
に
は
、
　
「
正
義
」
の
イ
デ
ア
は
表
面
薄
く
刻
印
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
併
し
不
正
な
る
人
は
、
単
な
る
知
識
と
し
て
は
「
正
義
」
の

　
　
イ
デ
ア
を
知
っ
て
い
る
が
、
真
の
意
味
に
以
て
は
そ
れ
を
知
っ
て
る
と
は
い
え
な
い
。
真
の
意
味
に
於
て
「
、
正
義
を
知
る
」
と
は
、
正
義
が

　
　
其
の
人
の
人
格
全
体
を
滲
透
し
て
、
義
を
見
て
は
為
さ
ざ
る
を
得
ず
、
不
正
に
は
憤
激
す
る
、
と
い
う
如
き
性
格
を
形
づ
く
っ
て
い
る
場

　
　
合
に
し
て
始
め
て
い
い
得
る
の
で
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
は
単
な
る
知
識
を
嵩
。
藻
鍵
と
呼
び
、
そ
の
人
の
挫
格
と
な
っ
て
い
る
真
の

　
　
知
を
く
①
善
¢
蝕
と
呼
び
、
く
無
げ
廻
ヨ
と
は
「
愛
を
伴
っ
た
知
」
昌
。
簿
㌶
o
二
日
男
導
。
お
で
あ
る
、
と
い
っ
て
い
る
（
『
三
位
一
体
論
』
九
、

　
　
十
、
十
五
）
。
此
の
様
に
「
照
明
」
と
は
我
々
の
性
格
の
中
核
に
作
用
す
る
も
の
で
あ
る
。
広
い
意
味
で
の
愛
を
強
め
る
も
の
で
あ
る
。
ア

　
　
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
に
於
て
は
、
認
識
に
於
け
る
照
明
説
が
、
倫
理
に
於
け
る
恩
寵
説
と
連
関
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
此
処
で
、
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
謂
う
所
の
照
明
は
自
然
的
照
明
か
、
超
自
然
的
照
明
か
、
と
い
う
問
題
が
生
ず
る
。
「
超
自
然
的
」
と
い

　
　
う
意
味
を
、
宗
教
の
領
域
に
於
け
る
、
例
え
ば
超
自
然
的
恩
寵
の
意
味
に
解
す
れ
ば
、
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
が
認
識
問
題
に
於
て
述
べ
て
い

　
　
る
照
明
が
、
こ
れ
ら
の
範
疇
に
入
ら
ぬ
も
の
を
も
含
ん
で
い
る
こ
と
は
確
で
あ
る
。
数
学
的
イ
デ
ア
、
美
的
イ
デ
ア
等
を
以
て
す
る
価
値

　
　
判
断
が
、
宗
教
約
で
な
い
人
に
よ
っ
て
も
行
わ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
か
な
こ
と
で
あ
る
か
ら
。
従
っ
て
ジ
ル
ソ
ン
等
は
ア
ウ
グ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
　
ス
チ
ヌ
ス
の
謂
う
所
の
照
明
は
自
然
的
照
明
で
あ
る
、
と
の
意
晃
を
述
べ
て
い
る
。
併
し
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
場
合
は
、
此
の
様
に
判
然

　
　
と
自
然
的
照
明
と
超
自
然
的
照
明
と
を
区
別
す
る
こ
と
が
無
理
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
に
鞭
て
は
神
学
と
哲
学
と
の

　
　
区
別
は
な
く
、
又
議
論
を
す
る
際
、
自
然
の
領
域
と
恩
籠
の
領
域
と
を
区
別
し
て
い
な
い
。
す
べ
て
を
、
自
己
と
神
、
霊
魂
の
救
済
と
い

　
　
う
点
か
ら
当
て
い
る
。
故
に
数
的
イ
デ
ア
と
い
っ
て
も
、
例
え
ば
近
世
哲
学
で
い
う
様
に
、
数
学
が
成
立
す
る
為
の
先
天
的
康
理
と
い
う

　
　
意
味
で
い
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
彼
に
と
っ
て
は
、
数
と
は
此
の
世
界
を
成
立
せ
し
め
る
秩
序
の
原
理
な
の
で
あ
る
。
　
「
汝
は
世
界

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
　
を
準
度
と
数
と
均
衡
を
以
て
秩
序
づ
け
給
う
た
」
（
『
卜
書
』
十
一
、
二
十
一
）
、
と
は
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
屡
々
引
用
す
る
言
葉
で
あ
る
。
又

　
　
美
の
イ
デ
ア
に
就
い
て
も
同
様
な
こ
と
が
い
え
る
。
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
に
よ
れ
ば
美
は
調
和
と
秩
序
に
於
て
成
り
立
つ
。
そ
れ
は
宇
宙
論

　
　
的
な
概
念
な
の
で
あ
る
。
此
の
様
に
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
に
於
て
は
、
数
の
イ
デ
ア
も
美
の
イ
デ
ア
も
、
極
端
に
い
う
な
ら
ば
、
宗
教
的
意

　
　
味
を
も
つ
、
と
い
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
　
　
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
が
、
人
皇
の
心
は
照
明
に
よ
っ
て
神
を
直
接
に
見
る
神
秘
的
直
観
に
至
り
得
る
と
考
え
て
い
た
か
ど
う
か
は
、
　
「
ア

　
　
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
に
於
け
る
神
秘
主
義
」
の
問
題
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
就
い
て
は
今
は
触
れ
な
い
。

　
　
　
前
に
も
述
べ
た
如
く
、
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
照
明
説
は
、
昔
か
ら
種
々
に
解
釈
さ
れ
来
っ
た
。
歴
史
的
に
最
も
重
要
な
解
釈
は
、
聖
ト

　
　
～
マ
ス
・
ア
キ
ナ
ス
の
、
そ
し
て
現
代
に
於
て
は
ボ
ワ
イ
エ
等
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
、
抽
象
説
的
に
こ
れ
を
見
よ
う
と
す
る
解
釈
で
あ

　
　
ろ
う
。
即
ち
神
は
我
々
の
能
動
理
性
を
通
し
て
照
明
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
併
し
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
に
於
て
は
、
聖
ト
ー
マ
ス
と
異
っ

　
　
て
、
如
何
に
し
て
我
々
は
事
物
の
本
質
を
把
捉
す
る
か
、
如
何
に
し
て
概
念
は
成
立
す
る
か
、
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
ジ

　
　
ル
ソ
ン
の
い
う
様
に
、
如
何
に
し
て
価
値
判
断
が
成
立
す
る
か
、
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
文
字
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
限
り
の
ア

　
　
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
照
明
説
を
と
れ
ば
、
こ
れ
を
抽
象
説
的
に
鰐
釈
す
る
こ
と
は
無
理
で
あ
ろ
う
。
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
は
、
前
に
も
屡
々
述

　
　
べ
た
様
に
、
霊
魂
の
救
済
と
い
う
点
に
重
点
を
置
き
、
其
処
よ
り
す
べ
て
を
見
て
い
る
の
で
、
従
っ
て
感
覚
的
世
界
を
も
含
め
て
の
世
界

　
　
全
体
の
構
造
を
考
察
す
る
と
い
う
こ
と
を
し
て
い
な
い
。
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
論
の
正
当
性
を
承
認
し
且
生
成
の
世
界
の
権
利
を
認
め
つ

鰯　
　
　
　
　
　
聖
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
認
識
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
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一、

齠

つ
認
識
の
蚕
繭
を
考
え
る
時
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
抽
象
説
が
生
じ
た
が
、
そ
の
様
に
、
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
照
明
説
を
認
め
つ
つ
、
し

か
も
感
覚
的
世
界
を
も
含
め
て
の
世
界
全
体
の
考
察
と
い
う
立
場
か
ら
認
識
の
閾
題
を
考
え
れ
ば
、
聖
ト
…
マ
ス
の
様
な
抽
象
説
に
な
る

と
思
う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
に
就
い
て
は
又
の
機
会
に
述
べ
た
い
と
思
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

P

（
－
）
頃
震
甑
じ
σ
Φ
茜
8
員
ぴ
、
①
＜
2
薮
舅
。
ま
蝉
鼠
8
。
訂
℃
’
し
。
も
』
日
9

（
2
）
宰
菟
H
導
ω
。
瀞
瞥
評
畷
。
ぎ
♂
σ
q
δ
。
。
噛
㎝
O
◆
（
ぎ
田
p
隻
）
二
障
月
琴
℃
匿
。
ω
8
ま
ε

（
3
）
≦
匙
蝶
賃
雲
容
鶴
駄
讐
節
2
ヨ
ω
①
H
旨
ぎ
8
ε
。
β
昌
自
色
説
。
鑑
β
一
角
冨
瓜
も
鼠
ヨ
○
冨
醤
。
・
ω
凶
◎
巳
）
二
．
。
。
毎
。
皆
実
薦
①
β
簿
審
ω
．

　
⇔
象
。
器
ω
－
・
き
⇒
8
ヨ
運
Φ
話
”
簿
げ
。
。
§
戸
§
鐘
臼
。
山
ω
①
艮
落
書
ぎ
鉾
（
U
o
ζ
器
幽
2
＜
H
L
ピ
H
9
）

（
4
）
亀
嵩
践
鋤
．
§
偽
葺
。
ぎ
§
暴
婁
鋤
“
ミ
・
黛
ぎ
鎧
℃
．
＆
§
。
ぎ
伽
ミ
腐
§
譲
。
・
馬
糞
～
量
ミ
辱
§
昏
ミ
ミ
誉
建
転
．
8
．
、
膏

　
　
亀
§
り
・
§
ご
酬
§
＆
へ
ξ
気
q
蕩
還
擢
g
鈷
S
り
き
℃
禽
§
り
・
（
霊
。
瞬
ぎ
8
”
図
コ
鐸
の
9
〔
8
ω
H
＜
”
9
Q
◎
．
）

（
5
）
辱
9
鴇
曾
写
8
三
Φ
ヨ
喝
一
註
呂
営
潜
。
。
爵
冨
欝
①
”
ワ
録

（
6
）
膨
。
け
ぎ
。
ω
”
団
毒
。
麹
窃
H
メ
9
G
。
∴
≧
韓
。
8
｝
舘
”
O
。
〉
邑
ヨ
⇔
お
O
鋤
．

（
7
）
　
ヘ
ツ
セ
ン
は
、
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
が
経
験
よ
り
得
ら
れ
た
知
識
の
領
域
を
「
低
き
知
識
」
と
し
て
認
め
て
い
る
と
考
え
、
こ
こ
よ
り
、
ア
ウ
グ

　
　
ス
チ
ヌ
ス
の
照
明
説
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
抽
象
説
的
に
解
釈
せ
ん
と
す
る
し
d
o
蜜
費
（
鷺
箋
飴
島
①
く
巽
…
．
件
伽
【
㌶
謬
ω
㌶
豆
臨
。
。
。
o
唱
ぼ
。
山
Φ
Q
っ
臥
ロ
け

　
諺
億
α
q
¢
ω
臨
⇒
）
等
と
プ
ラ
ト
ン
的
先
天
主
義
的
に
解
釈
せ
ん
と
す
る
薩
巴
ぎ
（
望
①
津
ぎ
§
慧
浄
｝
寝
①
島
霧
H
日
ド
≧
お
蔓
ヨ
霧
）
等
と
の
中
道
を
行

　
　
か
ん
と
す
る
。
（
噛
。
冨
蒙
○
。
。
頃
①
ω
も
・
霧
”
》
脳
弓
霧
島
霧
ζ
①
霞
喜
量
犀
氏
。
肖
田
、
冨
蒙
け
畠
。
・
●
①
ヅ
）

（
8
）
跨
轟
器
肯
男
鍵
の
汀
O
の
。
。
。
震
塞
毎
儒
》
農
β
。
。
ロ
ジ
6
じ
。
膳

（
9
）
曳
。
量
。
。
・
”
野
き
覧
。
。
。
く
る
．

（
1
0
）
も
§
神
室
臼
租
①
箆
Φ
器
旨
鐸
。
冒
一
①
甑
。
毒
器
農
器
簸
欝
く
Φ
＝
節
貯
圃
。
器
の
韓
同
工
雪
げ
圃
H
＄
餌
δ
器
爪
琴
。
諺
羅
ロ
§
）
陣
冨
”
六
器
蓄
舘

　
団
。
毒
計
器
琶
謬
。
。
§
押
も
。
℃
①
工
δ
。
鋤
露
霊
宝
⇔
塞
①
ヨ
℃
。
慌
8
鐸
Φ
ヨ
ヨ
。
伽
。
ω
霧
Φ
審
ヴ
Φ
簿
。
。
・
り
2
器
ぼ
黛
く
ご
箕
緊
亀
刷
晒
燈
三
日
8
段
貯
魯
ε
同
●

　
　
肇
2
ヨ
常
器
g
ρ
器
鼠
解
け
葦
諺
蒙
。
ぎ
§
。
碧
∬
む
・
㊦
c
§
含
田
。
器
欝
ヨ
窪
h
。
§
節
H
乙
惹
ε
尉
○
日
豊
臼
。
（
｛
。
円
三
簿
累
9
，
回
器
℃
○
学

　
。
貫
g
O
ヨ
器
自
。
餌
○
蜂
ξ
。
二
簿
Φ
蜂
’
（
》
養
霧
号
量
”
O
Φ
象
く
霧
臼
。
冨
識
窪
窪
圃
。
塾
）
屋
U
×
×
×
匿
甚
9
卜
。
．
）

（
1
1
）
Ω
§
魯
ω
じ
ご
ぎ
ヨ
冨
誉
≦
｝
邑
。
（
む
コ
①
色
身
。
N
ξ
O
Φ
も
・
。
｝
二
藍
。
鳥
角
響
一
塁
。
喜
δ
号
。
・
墨
鴬
Φ
冨
｝
蕎
ω
愛
書
b
。
．
）
。
。
る
q
甲
合
鱒
胴



（
！
2
）
　
謹
。
け
ヨ
o
u
。
”
節
ぎ
紹
餌
霧
．
＜
”
9
メ

（
1
3
）
　
ゆ
9
7
0
『
ご
冥
。
ハ
ξ
c
謄
δ
p
鶯
一
。
体
ε
（
8
二
①
ω
〔
旧
盆
〉
自
σ
蔓
【
掃
ω
昏
睡
ワ
H
這
曾

（
！
4
）
　
一
九
五
四
年
聖
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
死
後
千
五
百
年
を
紀
念
し
て
パ
リ
ー
で
開
か
れ
た
国
際
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
会
議
に
於
て
、
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス

　
の
照
明
説
に
就
い
て
、
三
洋
赦
の
入
が
研
究
報
皆
を
行
っ
た
。
其
の
中
で
、
討
論
会
の
議
事
録
を
見
る
と
、
沁
乞
（
）
窺
≧
げ
議
の
艶
窪
二
ぎ
象
δ
P
霧

　
く
伽
甑
は
。
。
簿
。
密
亀
①
ω
が
注
臣
を
引
い
た
様
で
あ
る
。
二
障
轟
の
主
張
の
要
点
は
二
つ
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
0
　
照
明
説
は
、
課
題
…
説
を
背
景
に
羅
い
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
篇
O
o
δ
壇
σ
Q
毒
鶴
p
o
の
説
い
た
認
識
説
で
あ
る
こ
と
を
入
は
念
頭
に

　
　
麗
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
◎
　
照
明
説
は
く
匿
。
β
を
立
論
の
基
礎
と
す
る
。
併
し
ぐ
鼓
。
昌
は
比
喩
で
あ
り
、
今
薄
で
は
繋
累
で
は
承
認
さ
れ
得
な
い
。
従
っ
て
照
賜
説
は

　
　
今
臼
で
は
単
な
る
歴
史
的
興
味
し
か
持
た
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
　
e
の
憲
張
を
我
々
は
承
認
す
る
。
併
し
C
⇒
の
盛
張
に
は
賛
成
出
来
な
い
。
　
「
照
明
」
が
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
あ
る
こ
と
は
我
々
も
承
認
す
る
。
併
し
そ

　
れ
だ
か
ら
と
云
っ
て
、
単
な
る
歴
史
的
櫛
値
し
か
な
い
と
は
云
わ
れ
な
い
と
思
う
。
す
べ
て
深
い
理
学
思
想
は
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
以
て
し
か
云
い
現
わ

　
せ
な
い
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
》
鶴
⑳
器
銑
嵩
器
竃
偽
二
段
禽
H
’
ワ
心
ミ
．
”
以
押
ワ
峯
Φ
露

（
1
5
）
　
彰
○
騎
。
昌
”
o
℃
◎
o
答
マ
四
N
刈
。

（
1
6
）
　
「
天
と
地
と
海
と
を
晃
よ
。
そ
れ
ら
の
中
に
於
て
、
そ
れ
ら
の
上
に
於
て
輝
く
も
の
を
冤
よ
。
劒
う
も
の
、
飛
ぶ
も
の
、
泳
ぐ
も
の
を
見
よ
。

　
す
べ
て
の
も
の
は
数
を
も
つ
が
故
に
形
を
も
つ
。
彼
等
よ
り
数
を
と
り
表
れ
ば
、
無
に
帰
す
る
で
あ
ろ
う
。
数
を
つ
く
り
給
う
た
も
の
以
外
の
誰
よ

　
り
彼
等
は
存
姦
を
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
等
は
数
を
も
つ
隈
り
に
経
て
の
み
存
在
す
る
の
で
あ
る
」
（
『
窃
由
意
志
論
』
二
、
十
六
、
四
十

　
二
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
　
静
岡
大
学
教
授
〔
文
理
〕
）
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THE　OUTLINES　OF　THE　MAIN
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The　ozctline（ゾStcch　a71　article　as　opPears　ill　7nore　tゐan　one　number　qブtゐis

フnag・axine　is　toう8　bcr’iηen　t（唇8読β7’ivith　彦he　last　instal－ntentげthe　article・

豆踵e　］冠rke践簸奮獄islehre《艶s　h璽．　A麗9璽s襟開秘s

　　　　　　　　　　von　Wataru　Takahashi

　　Die　Erkenntnislehre　der　neueren　Zeit　steht　im　Allgemeinen　unter　dem

starken　Einfiuss　der　Naturwissenschaft．　Es　kommt　daher，　dass　dort　als

das　Objel〈t　der　Erkenntnis　nicht　die　ganze　Welt　und　als　das　Subjekt

derselben　nicht’　der　ganze　Mensch　in　Betracht　gekommen　ist．　Bei　Kant　z．

B．spielt　der　Verstand　allein　unter　Ausschluss　von　Wille　und　Gef曲1，　die

Ro｝le　des　Erl〈enntnissubjel〈t．　ln　der　Erl〈enntnislehre　der　Antike　und　des

Mitteialters　war　im　Gegenteil　der　Mensch　als　eine　konkrete　Einheit

von　Verstand　und　Wille　das　erkennende　Subjekt．　So　auch　bei　dem　hl．

Augustinus：　1n　seiner　Erkenntnislehre　spielt　bei　der　sinnlichen　Erkenntnis

attentio　und　spielen　bei　der　geistigen　Erkenntnis　amor　und　veluntas　eine

wesentllche　Rolle．　Auch　die　vielumstrittene　llluminationslehre　soll　m．　E．

nicht　von　dem　blossen，　im　modernen　Sinne　“erkenntnistheoretischen”

Gesichtspunkte　aus，　sondern　hauptstichlich　in　dem　ethisch－religi6sen　Zusam－

menhang　ausgelegt　werden．　lch　versuehte　in　dieser　Darstellung　der

Erl〈enntnislehre　des　hl．　Augustinus　einige　ihrer　wichtigsten　Punkte　zu

er！〈1tiren，　und　dadurch　die　Wichtigkeit　der　Ganzheitsschau　im　Gebiete　der

Erkenntnis　deutlich　zu　machen．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1


