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トト
ママ
スス
・・
アア
クク
ィィ
ナナ
スス
『『「「
魂魂
にに
つつ
いい
てて
」」
註註
解解
』』
第第
三三
巻巻
第第
六六
章章  

試試
訳訳  

  
  
  
  

  

石石  

田田  

隆隆  

太太
・・
高高  

石石  

憲憲  

明明  
   

  
  

はは
じじ
めめ
にに  

 

本
稿
は
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
『「
魂
に
つ
い
て
」
註
解
』
第
三
巻

第
六
章
の
試
訳
で
あ
り
、
こ
れ
以
前
の
試
訳

  (1)
に
続
く
も
の
で
あ
る
。
凡
例

に
つ
い
て
も
前
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

こ
の
第
六
章
に
お
い
て
ト
マ
ス
が
想
定
し
て
い
る
議
論
構
造
は
次
の
通

り
で
あ
る
。 

 

【
第
一
段
階
】
四
三
一
ａ
四
～ 

知
性
と
感
覚
の
対
照
。 

 

感
覚
の
運
動
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
示
す
。
ａ
四
～ 

 

知
性
の
運
動
と
感
覚
の
運
動
の
類
同
化
。
ａ
八
～ 

【
第
二
段
階
】
四
三
一
ａ
八
～ 

知
性
の
運
動
と
感
覚
の
運
動
の
類
同
化
。 

 

感
覚
の
運
動
が
ど
の
よ
う
に
進
行
す
る
か
を
示
す
。
ａ
八
～ 

 

知
性
の
運
動
が
同
様
に
進
行
す
る
こ
と
を
示
す
。
ａ
一
四
～ 

【
第
三
段
階
】
四
三
一
ａ
一
四
～ 

知
性
の
運
動
に
お
け
る
進
行
と
感
覚
の
運
動
に
お
け
る
進
行
の
類
同
化
。 

 

ど
の
よ
う
に
知
性
が
可
感
的
な
も
の
と
関
わ
る
か
を
示
す
。 

ど
の
よ
う
に
知
性
が
可
感
的
な
も
の
と
能
動
に
お
い
て
関
わ
る
か
を

示
す
。 

 
 
 

知
性
の
進
行
と
感
覚
の
進
行
の
類
同
化
。
ａ
一
四
～ 

 
 
 

類
似
の
明
白
化
。
ａ
一
七
～ 

 
 

活
動
的
知
性
と
観
照
的
知
性
の
対
照
。
ｂ
一
〇
～ 

知
性
が
可
感
的
な
も
の
か
ら
分
離
さ
れ
て
い
る
も
の
と
ど
の
よ
う
に
関

わ
る
か
を
示
す
。
ｂ
一
二
～ 

【
第
四
段
階
】
四
三
一
ａ
一
七
～ 

知
性
の
進
行
と
感
覚
の
進
行
に
お
け
る
類
似
の
明
白
化
。 

「
知
性
的
魂
に
は
諸
表
象
像
が
可
感
的
な
も
の
ど
も
の
よ
う
に
あ
る
」

に
つ
い
て
。
ａ
一
七
～ 
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「
善
な
い
し
悪
を
肯
定
な
い
し
否
定
す
る
際
に
は
、
忌
避
な
い
し
追
求

す
る
」
に
つ
い
て
。
ｂ
二
～ 

【
第
五
段
階
】
四
三
一
ｂ
二
～ 

「
善
な
い
し
悪
を
肯
定
な
い
し
否
定
す
る
際
に
は
、
忌
避
な
い
し
追
求
す

る
」
の
明
白
化
。
ｂ
二
～ 

【
第
六
段
階
】
四
三
一
ｂ
一
〇
～ 

実
践
的
知
性
の
認
識
と
観
照
的
知
性
の
認
識
の
対
照
。
ｂ
一
〇
～ 

【
第
七
段
階
】
四
三
一
ｂ
一
二
～ 

わ
れ
わ
れ
の
知
性
が
可
感
的
な
も
の
か
ら
分
離
さ
れ
て
い
る
も
の
を
ど
の

よ
う
に
知
解
す
る
か
を
示
す
。 

可
感
的
質
料
か
ら
抽
象
さ
れ
た
数
学
的
な
も
の
を
ど
の
よ
う
に
知
解
す

る
か
を
示
す
。
ｂ
一
二
～ 

存
在
に
即
し
て
質
料
か
ら
分
離
さ
れ
た
も
の
を
知
解
す
る
の
か
否
か
を

探
求
す
る
。
ｂ
一
七
～ 

【
第
八
段
階
】
四
三
一
ｂ
一
七
～ 

わ
れ
わ
れ
の
知
性
が
諸
々
の
分
離
実
体
の
う
ち
の
或
る
実
体
を
大
き
さ
な

ら
分
離
さ
れ
な
い
も
の
と
し
て
知
解
す
る
の
か
否
か
を
探
求
す
る
。
ｂ
一
七

～ 
 

【
全
体
構
造
】 

知
性
と
感
覚
の
対
照
。 

感
覚
の
運
動
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
示
す
。
ａ
四
～ 

知
性
の
運
動
と
感
覚
の
運
動
の
類
同
化
。 

感
覚
の
運
動
が
ど
の
よ
う
に
進
行
す
る
か
を
示
す
。
ａ
八
～ 

知
性
の
運
動
が
同
様
に
進
行
す
る
こ
と
を
示
す
。 

ど
の
よ
う
に
知
性
が
可
感
的
な
も
の
と
関
わ
る
か
を
示
す
。 

ど
の
よ
う
に
知
性
が
可
感
的
な
も
の
と
能
動
に
お
い
て
関
わ

る
か
を
示
す
。 

知
性
の
進
行
と
感
覚
の
進
行
の
類
同
化
。
ａ
一
四
～ 

類
似
の
明
白
化
。 

「
知
性
的
魂
に
は
諸
表
象
像
が
可
感
的
な
も
の
ど
も
の

よ
う
に
あ
る
」
に
つ
い
て
。
ａ
一
七
～ 

「
善
な
い
し
悪
を
肯
定
な
い
し
否
定
す
る
際
に
は
、
忌

避
な
い
し
追
求
す
る
」
に
つ
い
て
。
ｂ
二
～ 

活
動
的
知
性
と
観
照
的
知
性
の
対
照
。
ｂ
一
〇
～ 

知
性
が
可
感
的
な
も
の
か
ら
分
離
さ
れ
て
い
る
も
の
と
ど
の
よ

う
に
関
わ
る
か
を
示
す
。 

可
感
的
質
料
か
ら
抽
象
さ
れ
た
数
学
的
な
も
の
を
ど
の
よ
う

に
知
解
す
る
か
を
示
す
。
ｂ
一
二
～ 

存
在
に
即
し
て
質
料
か
ら
分
離
さ
れ
た
も
の
を
知
解
す
る
の

か
否
か
を
探
求
す
る
。
ｂ
一
七
～ 

 

各
議
論
の
詳
細
に
つ
い
て
は
試
訳
の
本
文
に
譲
る
こ
と
に
し
た
い
。 

 

な
お
本
稿
は
、
下
訳
を
石
田
が
作
成
し
た
上
で
訳
者
二
人
が
検
討
を
加
え
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て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
（
文
責
：
石
田
）。 

   
  

試試
訳訳
（（
第第
三三
巻巻  

第第
六六
章章
））  

 【
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
テ
ク
ス
ト
】 

四
三
一
ａ
四 

さ
て
可
感
的
な
も
の
は
、
可
能
態
に
存
在
す
る
感
覚
す
る
も

の
［
す
な
わ
ち
感
覚
能
力
］
か
ら
現
実
態
に
あ
る
も
の
へ
と
能
動
し
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
は
受
動
せ
ず
変
質
も
し
な
い
か
ら

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
は
運
動
の
別
の
種
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
運

動
と
は
不
完
全
な
も
の
の
現
実
態
で
あ
る
一
方
で
、
端
的
な
現
実
態
、
す
な

わ
ち
完
全
な
も
の
の
そ
れ
は
別
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。 

四
三
一
ａ
八 

さ
て
、
ま
ず
感
覚
す
る
こ
と
は
、
た
だ
言
う
こ
と
や
知
解
す

る
こ
と
そ
の
も
の
に
類
似
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
喜
ば
し
い
も
の
な
い
し

悲
し
い
も
の
が
あ
る
際
に
は
、
肯
定
な
い
し
否
定
す
る
よ
う
に
し
て
、
追
求

な
い
し
忌
避
す
る
。
そ
し
て
喜
ぶ
お
よ
び
悲
し
む
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
よ

う
な
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
で
の
善
な
い
し
悪
に
対
し
て
感
覚
的
な
中
間
性

に
よ
っ
て
能
動
す
る
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
ま
た
、
現
実
態
に
即
し
て
い

る
と
こ
ろ
の
忌
避
と
欲
求
は
こ
う
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
欲
求
す
る
も

の
と
忌
避
す
る
も
の
は
、
相
互
と
も
感
覚
す
る
も
の
と
も
別
の
も
の
で
は
な

い
が
、
し
か
し
存
在
は
別
の
も
の
で
あ
る
。 

四
三
一
ａ
一
四 

さ
て
、
知
性
的
魂
に
は
諸
表
象
像
が
可
感
的
な
も
の
ど
も

の
よ
う
に
あ
る
。
と
こ
ろ
で
そ
れ
は
、
善
な
い
し
悪
を
肯
定
な
い
し
否
定
す

る
際
に
、
や
は
り
忌
避
な
い
し
追
求
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
決
し
て
表
象
像
な

し
に
魂
は
知
解
し
な
い
。 

四
三
一
ａ
一
七 

実
際
、
空
気
は
瞳
を
し
か
じ
か
の
も
の
に
し
た
が
瞳
そ
の

も
の
は
他
の
も
の
を
そ
う
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
し
て
、
聴
覚
も
同
様
に
そ

う
す
る
。
そ
し
て
、
最
終
的
な
も
の
は
一
つ
で
あ
り
中
間
性
も
一
つ
で
あ
る

が
そ
れ
に
と
っ
て
存
在
は
複
数
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
ど
の
点
で
甘
い
も
の
と

熱
い
も
の
が
異
な
る
の
か
を
そ
れ
に
よ
っ
て
判
別
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、

前
に
も
た
し
か
に
言
わ
れ
て
い
る
が
、
今
も
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
べ
き
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、［
判
別
の
基
準
は
］
一
つ
の
或
る
も
の
で
あ
る
が
そ
の

よ
う
に
し
て
終
極
で
も
あ
り
（
こ
れ
ら
も
比
例
的
な
も
の
あ
る
い
は
数
に
お

い
て
あ
り
）、
そ
れ
は
甘
い
も
の
と
熱
い
も
の
が
互
い
に
対
し
て
そ
う
で
あ

る
の
と
同
じ
よ
う
に
し
て
そ
の
両
方
に
対
し
て
一
つ
の
有
を
持
つ
。
と
い
う

の
も
［
は
た
し
て
］、
非
同
質
の
も
の
ど
も
を
判
断
す
る
こ
と
と
、
白
い
も

の
と
黒
い
も
の
の
よ
う
に
反
対
の
も
の
ど
も
を
そ
う
す
る
こ
と
は
ど
れ
ほ

ど
異
な
る
の
か
？ 

そ
れ
で
は
、
白
い
も
の
Ａ
が
黒
い
も
の
Ｂ
に
対
す
る
よ

う
に
し
て
、
そ
れ
ら
が
互
い
に
対
し
て
そ
う
で
あ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
し
て

Ｇ
が
Ｄ
に
対
し
て
あ
る
と
し
よ
う
。
か
く
し
て
、
置
換
し
て
も
そ
う
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
も
し
Ｇ
と
Ｄ
が
一
つ
の
も
の
の
下
に
存
在
し
て
い
る
も
の
で

あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
ら
は
Ａ
と
Ｂ
も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
存
す
る
こ
と

に
な
り
、
た
し
か
に
同
じ
も
の
で
は
あ
る
が
、
存
在
は
同
じ
で
は
な
い
。
そ

れ
は
前
者
も
同
様
で
あ
る
。
他
方
で
、
仮
に
Ａ
が
実
際
に
甘
い
も
の
で
あ
る

の
に
対
し
て
、
Ｂ
が
白
い
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
比
は
同
じ
で
あ
る
。 
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四
三
一
ｂ
二 

さ
て
、
ま
ず
知
解
す
る
も
の
は
諸
形
象
を
諸
表
象
像
に
お
い

て
知
解
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
に
お
い
て
は
知
解
す
る
も
の
に
と
っ
て
模

倣
可
能
な
も
の
と
忌
避
さ
れ
る
べ
き
も
の
が
規
定
さ
れ
て
い
る
の
と
同
様

に
し
て
、
そ
れ
は
、
感
覚
の
外
で
あ
っ
て
も
諸
表
象
像
に
お
い
て
あ
っ
た
な

ら
動
か
さ
れ
も
す
る
。
例
え
ば
、
火
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
そ
れ
が
動
か

さ
れ
る
の
を
見
る
こ
と
で
忌
避
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
感
覚
す
る
者
は
、
攻

撃
す
る
者
が
い
る
と
い
う
こ
と
を
共
通
に
［
す
な
わ
ち
共
通
感
覚
に
よ
っ

て
］
認
識
す
る
。
他
方
で
［
知
性
は
］、
魂
に
お
い
て
あ
る
諸
表
象
像
な
い

し
知
解
さ
れ
た
も
の
ど
も
に
よ
っ
て
或
る
時
に
、
あ
た
か
も
見
る
よ
う
に
し

て
未
来
の
こ
と
ご
と
を
現
在
の
こ
と
ご
と
に
照
ら
し
て
推
論
し
熟
慮
す
る
。

そ
し
て
、［
そ
う
す
る
者
が
］
そ
こ
で
［
す
な
わ
ち
未
来
で
］
楽
し
い
こ
と

な
い
し
悲
し
い
こ
と
だ
と
言
っ
て
い
た
場
合
、
こ
こ
で
は
［
す
な
わ
ち
現
在

で
は
］
忌
避
す
る
か
模
倣
さ
れ
る
。 

四
三
一
ｂ
一
〇 

そ
し
て
行
為
全
般
に
お
い
て
そ
う
で
あ
り
、
行
為
な
し
の

も
の
、
す
な
わ
ち
真
偽
は
、
善
悪
と
同
じ
類
に
あ
る
。
だ
が
、
端
的
に
そ
う

だ
と
い
う
こ
と
と
何
ら
か
の
点
で
そ
う
だ
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
異
な
る
。  

四
三
一
ｂ
一
二 

さ
て
、
既
述
の
抽
象
に
よ
っ
て
知
解
す
る
と
い
う
の
は
ち

ょ
う
ど
次
の
よ
う
な
場
合
の
こ
と
で
あ
る
。
獅
子
鼻
と
し
て
の
獅
子
鼻
を
分

離
し
た
仕
方
で
知
解
す
る
の
で
は
な
い
が
、
凹
ん
で
い
る
か
ぎ
り
で
の
或
る

獅
子
鼻
を
現
実
態
で
知
解
し
た
と
し
た
な
ら
、
凹
ん
で
い
る
も
の
が
そ
れ
に

お
い
て
あ
る
肉
な
し
に
実
の
と
こ
ろ
知
解
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
し

て
、
そ
れ
を
知
解
す
る
な
ら
、
分
離
さ
れ
て
い
な
い
数
学
的
な
も
の
ど
も
を

あ
た
か
も
分
離
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
知
解
す
る
。
と
こ
ろ
で
全

般
的
に
、
現
実
態
に
即
し
た
知
性
は
事
物
で
あ
る
。 

四
三
一
ｂ
一
七 

さ
て
、
分
離
さ
れ
た
も
の
ど
も
の
う
ち
の
或
る
も
の
を
そ

れ
は
大
き
さ
か
ら
分
離
さ
れ
な
い
で
存
在
し
て
い
る
と
知
解
す
る
こ
と
が

あ
り
う
る
の
か
、
あ
る
い
は
そ
う
で
な
い
の
か
は
後
で
考
察
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
。。  

 

【
ト
マ
ス
の
註
解
】 

〈
四
三
一
ａ
四
〉「
さ
て
可
感
的
な
も
の
は
、
思
わ
れ
る
」〔Videtur autem

 

sensibile

〕
云
々
。
哲
学
者
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
知
性
に
つ
い
て
そ
れ
自

体
で
規
定
し
た
後
で
、
こ
こ
で
は
知
性
に
つ
い
て
感
覚
と
の
対
照
に
よ
っ
て

規
定
す
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
彼
は
二
つ
の
こ
と
を
行
う
。
第

一
に
、
感
覚
の
運
動
が
ど
の
よ
う
で
あ
る
か
を
示
す
。
第
二
に
、
知
性
の
運

動
を
感
覚
の
運
動
に
類
同
化
さ
せ
る
。
そ
れ
は
「
さ
て
、
ま
ず
感
覚
す
る
こ

と
は
」〔Sentire quidem

 igitur

〕［
四
三
一
ａ
八
］
云
々
と
い
う
箇
所
で
あ

る
。 

 

そ
れ
ゆ
え
、
第
一
に
彼
が
言
う
こ
と
に
は
、「
可
感
的
な
も
の
は
」
感
覚

的
部
分
を
「
可
能
態
に
」
お
い
て
あ
っ
た
も
の
「
か
ら
現
実
態
に
」
お
い
て

あ
る
も
の
に
し
て
い
る
と
「
思
わ
れ
る
」
〔sensibile uidetur actu ex 

potencia
〕。「
と
い
う
の
も
」、
可
感
的
な
も
の
が
感
覚
に
対
し
て
能
動
す
る

の
は
、
反
対
の
も
の
が
自
ら
の
反
対
の
も
の
に
対
す
る
よ
う
に
し
て
、
す
な

わ
ち
感
覚
を
変
容
お
よ
び
変
質
さ
せ
る
こ
と
で
感
覚
か
ら
或
る
も
の
を
取
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り
去
る
よ
う
に
し
て
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
感
覚
を
可
能
態
か
ら
現
実
態
に

も
た
ら
す
よ
う
に
し
て
の
み
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
さ
に
彼
が
続
け
て
言
う
こ

と
に
は
、
感
覚
す
る
も
の
は
可
感
的
な
も
の
か
ら
「
受
動
」
も
「
変
質
も
し

な
い
」
か
ら
で
あ
る
〔non enim

 patitur neque alteratur

〕。
そ
れ
は
受
動

と
変
質
が
固
有
に
受
け
取
ら
れ
た
場
合
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
が
反
対
の
も
の

か
ら
反
対
の
も
の
に
向
か
う
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
で
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し

て
、
諸
々
の
物
体
的
事
物
に
お
け
る
、
そ
れ
に
つ
い
て
『
自
然
学
』
で
規
定

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の

  (2)
運
動
は
反
対
の
も
の
か
ら
反
対
の
も
の
に
向
か

う
も
の
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
明
白
な
こ
と
に
感
覚
す
る
こ
と
は
、
も
し
そ
れ

が
運
動
と
言
わ
れ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
に
つ
い
て
『
自
然
学
』
で
規
定
さ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
運
動
で
は
な
い
、
「
運
動
の
別
の
種
」
〔alia species 

m
otus

〕
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
か
の
運
動
［
す
な
わ

ち
物
体
的
事
物
に
お
け
る
運
動
］
は
可
能
態
に
お
い
て
存
在
す
る
も
の
の
現

実
態
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
す
な
わ
ち
、
動
い
て
い
る
間
は
一
方
の
反
対
項
か

ら
退
く
も
の
が
、
運
動
の
終
極
で
あ
る
他
方
の
反
対
項
に
達
す
る
の
で
は
な

く
て
、
む
し
ろ
そ
の
反
対
項
に
対
す
る
可
能
態
に
お
い
て
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
、
可
能
態
に
お
い
て
あ
る
も
の
は
そ
う
し
た
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
す

べ
て
不
完
全
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
う
し
た
「
運
動
は
」〔m

otus

〕
不
完
全

な
も
の
の
「
現
実
態
」〔actus

〕
で
あ
る
。
他
方
で
、
こ
の
運
動
［
す
な
わ

ち
感
覚
の
運
動
］
は
「
完
全
な
も
の
の
」〔perfecti

〕
現
実
態
で
あ
る
（
と

い
う
の
も
そ
れ
は
、
自
ら
の
形
象
に
よ
っ
て
現
実
態
に
す
で
に
あ
ら
し
め
ら

れ
た
感
覚
の
作
用
だ
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
と
い
う
の
も
、
感
覚
す
る
こ
と
は

現
実
態
に
存
在
す
る
感
覚
に
の
み
一
致
す
る
か
ら
で
あ
る
）。
そ
し
て
そ
れ

ゆ
え
、
そ
れ
は
自
然
学
的
な
運
動
と
は
「
端
的
に
別
の
」〔sim

pliciter alter

〕

運
動
で
あ
る
。
そ
し
て
、
感
覚
す
る
こ
と
、
知
解
す
る
こ
と
、
意
志
す
る
こ

と
と
い
う
運
動
は
固
有
に
は
作
用
と
言
わ
れ
る
。
そ
し
て
プ
ラ
ト
ン
に
よ
れ

ば
  (3)
、
こ
う
し
た
仕
方
に
即
し
て
魂
は
自
分
自
身
を
動
か
す
の
で
あ
り
、
そ

れ
は
自
分
自
身
を
認
識
し
愛
す
る
か
ぎ
り
で
の
こ
と
で
あ
る
。 

〈
四
三
一
ａ
八
〉
次
い
で
、
「
さ
て
、
ま
ず
感
覚
す
る
こ
と
は
」
〔Sentire 

quidem
 igitur

〕
と
言
う
際
、
彼
は
知
性
の
運
動
を
感
覚
の
運
動
に
類
同
化

さ
せ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
め
ぐ
っ
て
彼
は
二
つ
の
こ
と
を
行
う
。
第
一
に
、

感
覚
に
お
け
る
運
動
が
ど
の
よ
う
に
進
行
す
る
か
を
示
す
。
第
二
に
、
知
性

に
お
い
て
運
動
が
同
様
に
進
行
す
る
こ
と
を
示
す
。
そ
れ
は
「
さ
て
、
知
性

的
魂
に
は
」〔Intellectiue autem

 anim
e

〕［
四
三
一
ａ
一
四
］
と
い
う
箇
所

で
あ
る
。 

 

そ
れ
ゆ
え
、
第
一
に
彼
が
言
う
こ
と
に
は
、
上
で
［
四
二
九
ａ
一
三
～
一

八
、
四
二
九
ｂ
二
九
～
四
三
〇
ａ
二
］
知
性
に
つ
い
て
も
言
わ
れ
た
よ
う
に

可
感
的
な
も
の
は
感
覚
す
る
も
の
を
受
動
や
変
質
な
し
に
現
実
態
に
も
た

ら
す
の
だ
か
ら
、
既
述
の
こ
と
ご
と
か
ら
明
白
な
こ
と
に
、「
感
覚
す
る
こ

と
」
そ
の
も
の
は
知
解
す
る
こ
と
に
「
類
似
し
て
い
る
」〔sentire est sim

ile

〕。

た
だ
し
そ
れ
は
、
感
覚
す
る
こ
と
だ
け
が
、
す
な
わ
ち
感
覚
に
即
し
て
把
捉

し
判
断
す
る
こ
と
だ
け
が
あ
る
時
に
、
こ
れ
が
「
た
だ
言
う
こ
と
や
知
解
す

る
こ
と
」〔solum

 dicere et intelligere

〕
に
類
似
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
に

し
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
知
性
が
或
る
も
の
を
た
だ
判
断
し
把
捉
す
る
時
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に
、
そ
れ
が
ま
さ
に
、
感
覚
の
単
純
把
捉
お
よ
び
判
断
が
知
性
の
観
照
に
類

同
化
さ
れ
る
と
言
い
う
る
。
し
か
る
に
、
感
覚
に
よ
っ
て
喜
ば
し
い
な
い
し

悲
し
い
と
知
覚
さ
れ
て
い
る
も
の
を
あ
た
か
も
「
肯
定
な
い
し
否
定
す
る
」

〔affirm
ans aut negans

〕
よ
う
に
し
て
感
覚
が
「
喜
ば
し
い
な
い
し
悲
し

い
」〔delectabile aut triste

〕
或
る
も
の
を
感
覚
す
る
時
、
そ
れ
は
欲
求
に

よ
っ
て
追
求
し
て
い
る
か
、
す
な
わ
ち
熱
望
し
て
い
る
か
、「
あ
る
い
は
忌

避
し
て
い
る
」〔aut fugit
〕（
そ
し
て
彼
は
し
る
し
づ
け
る
よ
う
に
し
て
「
肯

定
な
い
し
否
定
す
る
よ
う
に
し
て
」〔« ut affirm

ans aut negans »

〕
と
言

っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
上
で
［
四
三
〇
ａ
二
六
～
ｂ
六
］
言
わ
れ
た
よ
う

に
肯
定
と
否
定
を
形
成
す
る
こ
と
は
知
性
に
固
有
で
あ
り
、
し
か
る
に
感
覚

は
、
或
る
も
の
を
喜
ば
し
い
も
の
や
悲
し
い
も
の
と
し
て
把
捉
す
る
時
に
こ

れ
に
類
似
し
た
或
る
こ
と
を
行
う
か
ら
で
あ
る
）。
そ
し
て
喜
ぶ
お
よ
び
悲

し
む
と
い
う
こ
と
が
何
で
あ
る
か
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
彼
が
付
言
す
る
こ

と
に
は
、「
喜
ぶ
お
よ
び
悲
し
む
と
い
う
こ
と
は
感
覚
的
な
中
間
性
に
よ
っ

て
能
動
す
る
こ
と
で
あ
る
」
〔delectari et tristari est agere sensitiua 

m
edietate

〕。
す
な
わ
ち
、
感
覚
的
な
力
の
何
ら
か
の
能
動
の
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
が
中
間
性
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
例
え
ば
中
心
が
自
ら
に
向
か
っ
て

終
極
づ
け
ら
れ
て
い
る
諸
々
の
線
と
対
照
さ
れ
る
よ
う
に
、
共
通
感
覚
が
何

ら
か
の
中
間
と
し
て
諸
々
の
固
有
感
覚
と
対
照
さ
れ
る
か
ぎ
り
で
の
こ
と

で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
感
覚
的
部
分
の
能
動
全
体
が
喜
ん
だ
り
悲
し
ん
だ
り

す
る
こ
と
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
て
、
そ
う
し
た
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
で
の

善
な
い
し
悪
と
の
関
連
に
あ
る
も
の
す
べ
て
が
そ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、

感
覚
の
善
、
す
な
わ
ち
感
覚
と
適
合
的
な
も
の
は
喜
び
を
原
因
す
る
一
方
で
、

［
感
覚
の
］
悪
、
す
な
わ
ち
［
感
覚
に
］
抵
触
し
有
害
で
あ
る
も
の
は
悲
し

み
を
原
因
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
悲
し
ん
だ
り
喜
ん
だ
り
す
る
こ
と
か

ら
ま
さ
に
、「
現
実
態
に
即
し
て
」
あ
る
「
と
こ
ろ
の
忌
避
と
欲
求
」
が
し

た
が
う
〔fuga et appetitus, que secundum

 actum

〕。［
欲
求
と
は
］
す
な

わ
ち
熱
望
〔desiderium

〕
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
明
ら
か
な
こ
と

に
、
感
覚
に
対
す
る
可
感
的
な
も
の
の
運
動
は
い
わ
ば
三
段
階
で
進
行
す
る
。

す
な
わ
ち
第
一
に
、
可
感
的
な
も
の
そ
の
も
の
が
一
致
す
る
も
の
な
い
し
有

害
な
も
の
と
し
て
把
捉
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
第
二
に
、
喜
び
な
い
し
悲

し
み
が
し
た
が
う
。
そ
し
て
第
三
に
、
熱
望
な
い
し
忌
避
が
し
た
が
う
。
そ

し
て
、
欲
求
す
る
こ
と
な
い
し
忌
避
す
る
こ
と
な
い
し
感
覚
す
る
こ
と
は
相

異
す
る
行
為
で
は
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
ら
の
原
理
は
基
体
に
お
い
て
同
じ
で

あ
り
、
と
は
い
え
理
拠
に
お
い
て
は
異
な
る
。
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
彼
が
付
言

す
る
こ
と
に
、
「
欲
求
す
る
も
の
と
忌
避
す
る
も
の
は
」
〔appetitiuum

 et 

fugitiuum

〕、
す
な
わ
ち
忌
避
し
熱
望
す
る
魂
の
部
分
は
、「
相
互
と
も
」
感

覚
的
部
分
「
と
も
」
基
体
に
お
い
て
別
の
も
の
で
は
「
な
い
」
が
〔neque ab 

inuicem
 neque a

〕、「
し
か
し
存
在
は
別
の
も
の
で
あ
る
」〔set esse aliud 

est
〕。
す
な
わ
ち
、
理
拠
に
お
い
て
異
な
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
こ
と
を
彼

は
、
欲
求
す
る
も
の
の
器
官
と
感
覚
す
る
も
の
の
器
官
を
身
体
の
別
々
の
部

分
に
お
い
て
措
定
し
て
い
た
プ
ラ
ト
ン

  (4)
に
反
対
し
て
言
っ
て
い
る
。 

〈
四
三
一
ａ
一
四
〉
次
い
で
、「
さ
て
、
知
性
的
魂
に
は
」〔Intellectiue autem

 

anim
e

〕
と
言
う
際
、
彼
は
知
性
に
お
け
る
運
動
の
進
行
を
感
覚
に
関
し
て
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既
述
の
こ
と
に
類
同
化
さ
せ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
め
ぐ
っ
て
彼
は
二
つ
の

こ
と
を
行
う
。
第
一
に
、
ど
の
よ
う
に
知
性
が
可
感
的
な
も
の
ど
も
と
関
わ

る
か
を
示
す
。
第
二
に
、
そ
れ
が
可
感
的
な
も
の
ど
も
か
ら
分
離
さ
れ
て
い

る
も
の
ど
も
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
か
を
示
す
。
そ
れ
は
「
さ
て
、
既
述
の

抽
象
に
よ
っ
て
」〔Abstractione autem

 dicta

〕［
四
三
一
ｂ
一
二
］
云
々
と

い
う
箇
所
で
あ
る
。
第
一
の
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
彼
は
二
つ
の
こ
と
を
行
う
。

第
一
に
、
ど
の
よ
う
に
知
性
が
可
感
的
な
も
の
ど
も
と
能
動
す
る
こ
と
に
お

い
て
関
わ
る
か
を
示
す
。
第
二
に
、
活
動
的
知
性
を
観
照
的
知
性
と
対
照
さ

せ
る
。
そ
れ
は
「
そ
し
て
行
為
全
般
に
お
い
て
」〔Et om

nino in actione

〕

［
四
三
一
ｂ
一
〇
］
と
い
う
箇
所
で
あ
る
。
第
一
の
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
彼
は

二
つ
の
こ
と
を
行
う
。
第
一
に
、
知
性
の
進
行
を
感
覚
の
進
行
に
類
同
化
さ

せ
る
。
第
二
に
、
類
似
を
明
白
化
す
る
。
そ
れ
は
「
実
際
、
空
気
は
瞳
を
と

同
じ
よ
う
に
し
て
」〔Sicut enim

 aer pupillam

〕［
四
三
一
ａ
一
七
］
云
々

と
い
う
箇
所
で
あ
る
。 

 

そ
れ
ゆ
え
、
第
一
に
彼
が
言
う
こ
と
に
は
、
「
可
感
的
な
も
の
ど
も
が
」

〔sensibilia

〕
感
覚
に
対
す
る
よ
う
に
し
て
「
諸
表
象
像
は
」〔fantasm

ata
〕

魂
の
知
性
的
部
分
と
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
感
覚
が
可
感
的
な
も
の

ど
も
か
ら
動
か
さ
れ
る
の
と
同
様
に
し
て
、
知
性
は
諸
表
象
像
か
ら
動
か
さ

れ
る
。
そ
し
て
、
感
覚
が
或
る
も
の
を
喜
ば
し
い
な
い
し
悲
し
い
も
の
と
し

て
把
捉
す
る
際
に
は
［
そ
れ
を
］
追
求
し
た
り
拒
否
し
た
り
す
る
の
と
同
様

に
し
て
、
知
性
が
或
る
も
の
を
「
善
な
い
し
悪
」〔bonum

 aut m
alum

〕
で

あ
る
と
肯
定
な
い
し
否
定
し
な
が
ら
把
捉
す
る
「
際
に
は
」〔cum

〕［
そ
れ

を
］「
忌
避
な
い
し
」〔fugit aut

〕
追
求
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の
語
り
方
そ
の
も
の
か
ら
は
、
感
覚
と
知
性
の
間
の
二
つ
の
差
異
が
注

目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
［
第
一
の
差
異
は
］
次
の
通
り
で
あ
る
。

感
覚
に
は
三
つ
［
の
段
階
が
］
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
こ
こ
で
知
性
に
関

し
て
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
は
、
善
な
い
し
悪
の
把
捉
か
ら
直
ち
に
熱
望
な
い

し
忌
避
が
し
た
が
っ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
喜
び
な
い
し
悲
し
み
が
し
た
が

っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
さ
ら
に
熱
望
や
忌
避
が
し
た
が
っ
て
い
た

か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
の
理
由
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
感
覚
が
普
遍
的
な
善
を

把
捉
し
な
い
の
と
同
様
に
し
て
、
感
覚
的
部
分
の
欲
求
が
動
か
さ
れ
る
の
は

普
遍
的
な
善
な
い
し
悪
に
よ
っ
て
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
が
動
か
さ
れ
る

の
は
、
感
覚
に
即
し
て
喜
ば
し
い
も
の
で
あ
る
任
意
の
規
定
さ
れ
た
善
や
感

覚
を
悲
し
ま
せ
る
も
の
で
あ
る
任
意
の
規
定
さ
れ
た
悪
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

他
方
で
、
知
性
的
部
分
に
は
普
遍
的
な
善
な
い
し
悪
の
把
捉
が
あ
る
の
だ
か

ら
、
知
性
的
部
分
の
欲
求
も
把
捉
さ
れ
た
善
な
い
し
悪
に
よ
っ
て
直
ち
に
動

か
さ
れ
る
。
第
二
の
差
異
は
、
知
性
に
つ
い
て
彼
は
そ
れ
が
肯
定
な
い
し
否

定
す
る
と
端
的
に
言
っ
て
い
る
が
、
感
覚
に
つ
い
て
は
そ
れ
が
い
わ
ば
肯
定

な
い
し
否
定
す
る
と
言
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
の
理
由
は
［
本
章
で
］

既
述
の
こ
と
ご
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
言
っ
た
こ
と
か
ら
彼

が
さ
ら
に
結
論
づ
け
る
こ
と
に
は
、
も
し
可
感
的
な
も
の
が
感
覚
に
対
す
る

よ
う
に
し
て
諸
表
象
像
が
知
性
的
魂
と
関
わ
る
な
ら
、
感
覚
が
可
感
的
な
も

の
な
し
に
は
感
覚
で
き
な
い
の
と
同
様
に
し
て
、「
魂
は
表
象
像
な
し
に
は
」

〔anim
a sine fantasm

ate

〕
知
解
で
き
な
い
。 
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〈
四
三
一
ａ
一
七
〉
次
い
で
、「
実
際
、
空
気
と
同
じ
よ
う
に
し
て
」〔Sicut 

enim
 aer

〕
云
々
と
言
う
際
、
彼
は
措
定
さ
れ
た
類
似
を
明
白
化
す
る
。
そ

し
て
第
一
に
は
、
彼
が
「
知
性
的
魂
に
は
諸
表
象
像
が
可
感
的
な
も
の
ど
も

の
よ
う
に
あ
る
」〔« intellectiue anim

e fantasm
ata sunt ut sensibilia »

〕

と
言
っ
た
こ
と
に
関
し
て
で
あ
る
。
第
二
に
は
、
彼
が
「
善
な
い
し
悪
を
肯

定
な
い
し
否
定
す
る
際
に
、
忌
避
な
い
し
」〔« cum

 bonum
 aut m

alum
 

affirm
at aut negat, fugit aut »

〕
追
求
す
る
と
言
っ
た
こ
と
に
関
し
て
で
あ

る
。
そ
れ
は
「
さ
て
、
ま
ず
諸
形
象
を
」〔Species quidem

 igitur

〕［
四
三

一
ｂ
二
］
云
々
と
い
う
箇
所
で
あ
る
。 

 

そ
れ
ゆ
え
、
第
一
に
彼
が
言
う
こ
と
に
は
、
色
に
よ
っ
て
変
化
す
る
「
空

気
は
瞳
を
し
か
じ
か
の
も
の
に
」
す
る
〔aer pupillam

 huiusm
odi

〕。
す
な

わ
ち
、
瞳
に
色
の
形
象
を
刻
印
す
る
こ
と
で
瞳
を
或
る
も
の
に
す
る
。
そ
し

て
「
そ
の
も
の
は
」〔ipsa

〕、
す
な
わ
ち
そ
の
よ
う
に
し
て
変
化
し
た
瞳
は
、

「
他
の
も
の
を
」
〔alterum

〕
、
す
な
わ
ち
共
通
感
覚
を
変
化
さ
せ
る
の
で

あ
り
、
同
様
に
ま
た
空
気
に
よ
っ
て
変
化
し
た
聴
覚
は
共
通
感
覚
を
変
化
さ

せ
る
。
そ
し
て
諸
々
の
外
的
感
覚
は
複
数
あ
る
も
の
の
、「
最
終
的
な
も
の
」

〔ultim
um

〕
は
、
す
な
わ
ち
こ
う
し
た
諸
感
覚
の
変
化
が
そ
れ
へ
と
終
極

づ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
は
「
一
つ
」〔unum

〕
で
あ
り
全
感
覚
の
間
で
い
わ

ば
「
一
つ
の
中
間
性
」〔m

edietas una

〕
と
し
て
あ
る
。
そ
れ
は
、
あ
ら
ゆ

る
線
が
い
わ
ば
一
つ
の
中
間
に
向
か
う
よ
う
に
し
て
そ
れ
へ
と
終
極
づ
け

ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
中
心
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
全
感
覚
の
そ
う
し
た

中
間
は
、
基
体
に
お
い
て
は
一
つ
で
あ
る
も
の
の
、「
そ
れ
に
と
っ
て
存
在

は
複
数
」
あ
る
〔esse ipsi plura

〕。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
の
本
質
規
定
は
相

異
す
る
感
覚
に
対
し
て
対
照
さ
れ
る
か
ぎ
り
で
相
異
化
し
て
い
る
。
そ
し
て

こ
れ
こ
そ
、「
ど
の
点
」
に
お
い
て
「
甘
い
も
の
と
熱
い
も
の
」
が
異
な
る

の
か
を
魂
が
「
そ
れ
に
よ
っ
て
判
別
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
」
で
あ
る
〔quo 

discernit quo dulce et calidum

〕。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
そ
の
も
の
に
つ
い

て
そ
れ
自
体
で
論
じ
ら
れ
て
い
た
際
に
［
四
二
七
ａ
九
～
一
四
］「
前
に
言

わ
れ
て
い
る
」〔dictum

 est prius

〕
の
で
あ
り
、「
今
も
」
ま
た
そ
れ
に
つ

い
て
は
知
性
と
の
対
照
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
「
言
わ
れ
る
べ
き
」
で
あ
る

〔et nunc dicendum

〕。
そ
れ
は
、
私
が
言
う
に
は
終
極
の
よ
う
に
（
こ
れ

こ
そ
わ
れ
わ
れ
が
言
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
）、
あ
ら
ゆ
る
可
感
的
な
も
の

と
の
関
連
で
は
「
一
つ
の
或
る
も
の
で
あ
り
」〔est aliquid unum

〕、「
そ

の
よ
う
に
し
て
」
知
性
「
も
」
あ
ら
ゆ
る
表
象
像
の
「
終
極
」
で
あ
る
〔sic 

et term
inus

〕（
そ
し
て
一
つ
の
も
の
か
ら
区
別
さ
れ
て
い
た
複
数
の
も
の
が

感
覚
の
側
に
は
あ
っ
た
の
と
同
様
に
し
て
、「
こ
れ
ら
も
」
知
性
の
側
に
は

何
ら
か
の
「
比
例
的
な
も
の
に
お
い
て
」
あ
り
〔et hec in proportionali

〕、

そ
れ
は
す
な
わ
ち
可
感
的
な
も
の
ど
も
に
関
し
て
区
別
す
る
一
つ
の
も
の

に
比
例
的
に
対
応
し
て
い
る
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
「
あ
る
い
は
」
〔aut

〕

ま
た
、
区
別
さ
れ
る
も
の
ど
も
の
数
に
関
し
て
類
似
が
あ
る
）。
私
が
言
う

に
は
後
者
の
、
す
な
わ
ち
知
性
に
属
す
る
終
極
は
、「
そ
れ
ら
が
相
互
に
対

し
て
」
関
わ
っ
て
い
た
「
よ
う
に
し
て
」〔sicut illa ad inuicem

〕、
す
な

わ
ち
一
つ
の
共
通
感
覚
が
［
自
ら
が
］
判
別
し
て
い
た
相
異
す
る
可
感
的
な

も
の
と
関
わ
っ
て
い
た
よ
う
に
し
て
、［
自
ら
が
］
判
別
す
る
「
両
方
に
対
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し
て
」
一
つ
の
有
と
し
て
「
関
わ
っ
て
い
る
」〔habet ad utrum

que

〕。
そ

し
て
、
も
し
わ
れ
わ
れ
が
例
え
ば
、
ま
ず
「
非
同
質
の
も
の
ど
も
を
」〔non 

hom
ogenea

〕
、
す
な
わ
ち
共
通
感
覚
が
そ
の
間
で
判
別
す
る
、
色
の
類
に

あ
る
白
い
も
の
と
味
の
類
に
あ
る
甘
い
も
の
の
よ
う
に
、
一
つ
の
類
に
は
属

さ
な
い
相
異
す
る
可
感
的
な
も
の
を
受
け
取
っ
た
と
し
て
も
、「
あ
る
い
は
」

も
し
わ
れ
わ
れ
が
一
つ
の
類
に
属
し
て
い
る
「
白
い
も
の
と
黒
い
も
の
の
よ

う
に
反
対
の
も
の
ど
も
」
を
受
け
取
っ
た
と
し
て
も
〔aut contraria, ut 

album
 et nigrum

〕、
ち
が
い
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
共
通
感
覚
は
両
方
の

間
で
判
別
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
白
い
も
の
に
は
Ａ
を
黒
い
も
の

に
は
Ｂ
を
受
け
取
る
こ
と
に
し
よ
う
。
す
る
と
、
Ｇ
が
Ｄ
に
対
す
る
よ
う
に

し
て
、
す
な
わ
ち
白
い
も
の
の
表
象
像
が
黒
い
も
の
の
表
象
像
に
対
す
る
よ

う
に
し
て
、
「
白
い
も
の
Ａ
が
黒
い
も
の
Ｂ
に
対
し
て
」
〔A album

 ad B 

nigrum

〕
関
わ
る
こ
と
に
な
る
。「
か
く
し
て
」〔quare
〕、
置
換
さ
れ
た
比

例
に
即
し
て
「
も
」
〔et

〕
Ｂ
が
Ｄ
に
対
す
る
よ
う
に
し
て
Ａ
は
Ｇ
と
関
わ

る
。
す
な
わ
ち
、
黒
い
も
の
が
黒
い
も
の
の
表
象
像
に
対
す
る
よ
う
に
し
て

白
い
も
の
は
白
い
も
の
の
表
象
像
と
関
わ
る
。
そ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
知
性

は
Ｇ
と
Ｄ
と
、
す
な
わ
ち
白
い
も
の
と
黒
い
も
の
の
表
象
像
と
関
わ
る
の
で

あ
り
、
そ
れ
は
感
覚
が
Ａ
と
Ｂ
と
、
す
な
わ
ち
白
い
も
の
と
黒
い
も
の
と
関

わ
る
よ
う
に
し
て
で
あ
る
。「
し
た
が
っ
て
、
も
し
Ｇ
と
Ｄ
が
」、
す
な
わ
ち

白
い
も
の
の
表
象
像
と
黒
い
も
の
の
表
象
像
が
「
一
つ
の
も
の
の
下
に
存
在

し
て
い
る
も
の
」
で
あ
る
「
な
ら
」〔Si igitur G

D
 existencia uni

〕、
す
な

わ
ち
一
つ
の
知
性
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
な
ら
、
そ
れ
ら
は
「
Ａ
と
Ｂ
も
」、

す
な
わ
ち
一
つ
の
感
覚
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
て
い
た
白
い
も
の
と
黒
い
も

の
も
「
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
存
す
る
こ
と
に
な
る
」〔sic habebunt sicut et 

AB

〕。
そ
れ
は
、
こ
の
二
つ
を
区
別
す
る
感
覚
は
本
質
規
定
に
お
い
て
は
異

な
る
も
の
の
基
体
に
お
い
て
は
一
つ
で
あ
っ
た
と
い
う
よ
う
に
し
て
で
あ

り
、
知
性
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、「
も
し
」
わ

れ
わ
れ
が
非
同
質
の
も
の
ど
も
を
、
す
な
わ
ち
「
Ａ
は
甘
い
も
の
で
あ
り
」

そ
し
て
「
Ｂ
は
白
い
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
受
け
取
る
「
と
し
て
も
」

〔si A sit dulce B album

〕、「
比
は
同
じ
で
あ
る
」〔eadem

 ratio est

〕。 

〈
四
三
一
ｂ
二
〉
次
い
で
、「
さ
て
、
ま
ず
諸
形
象
を
」〔Species quidem

 

igitur

〕
と
言
う
際
、
彼
は
、
知
性
は
善
な
い
し
悪
を
肯
定
な
い
し
否
定
す

る
際
に
、［
そ
れ
を
］
忌
避
な
い
し
追
求
す
る
と
上
で
［
四
三
一
ａ
一
五
～

一
六
］
言
っ
た
こ
と
を
明
白
化
す
る
。
そ
し
て
前
述
の
こ
と
ご
と
か
ら
結
論

づ
け
る
こ
と
に
は
、
知
性
的
魂
の
部
分
は
「
諸
形
象
を
諸
表
象
像
に
お
い
て

知
解
す
る
」〔intelligit species in fantasm

atibus

〕。「
そ
し
て
、
そ
れ
ら
に

お
い
て
は
模
倣
可
能
な
」
或
る
も
の
「
と
忌
避
さ
れ
る
べ
き
」
或
る
も
の
が

知
性
に
対
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
と
「
同
様
に
し
て
」〔et sicut im

itabile 

et fugiendum
 in illis

〕、
す
な
わ
ち
そ
れ
ら
が
可
感
的
な
も
の
ど
も
に
お
い

て
現
前
を
と
も
な
っ
て
あ
っ
た
の
と
同
様
に
し
て
、
知
性
は
、
そ
れ
ら
が
「
感

覚
の
外
で
諸
表
象
像
に
お
い
て
」
あ
っ
た
「
な
ら
」、
す
な
わ
ち
可
感
的
な

も
の
ど
も
の
不
在
に
お
い
て
諸
表
象
像
が
表
象
さ
れ
る
な
ら
、
模
倣
し
た
り

忌
避
し
た
り
す
る
こ
と
へ
と
「
動
か
さ
れ
も
す
る
」〔et m

ouetur cum
 in 

fantasm
atibus extra sensum

〕。
そ
し
て
彼
は
両
方
に
つ
い
て
実
例
を
措
定
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す
る
。
そ
し
て
第
一
は
、
可
感
的
な
も
の
ど
も
の
現
前
へ
と
動
か
さ
れ
る
場

合
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
が
、「
忌
避
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
或
る
も
の
を
、

す
な
わ
ち
或
る
唸
り
声
の
よ
う
な
或
る
恐
ろ
し
い
も
の
を
「
感
覚
す
る
」
場

合
の
こ
と
で
あ
る
〔senciens quod fugiendum

 est

〕。
例
え
ば
、
街
で
「
火

が
」
燃
え
上
が
っ
て
い
る
「
と
い
う
こ
と
を
」
見
て
〔quia ignis

〕、
火
が

動
か
さ
れ
る
の
を
「
見
る
こ
と
で
」〔uidens

〕、「
共
通
に
」、
す
な
わ
ち
判

別
す
る
或
る
共
通
の
能
力
に
よ
っ
て
「
認
識
」
す
る
か
〔cognoscit 

com
m

uni

〕
、
共
通
に
、
す
な
わ
ち
一
般
的
に
起
こ
る
の
が
常
で
あ
る
も
の

に
よ
っ
て
、
認
識
す
る
。［
共
通
に
認
識
す
る
内
容
は
］
私
が
言
う
に
は
「
諸
々

の
戦
が
あ
る
と
い
う
こ
と
」〔quoniam

 sunt prelia

〕
で
あ
る
か
、「
攻
撃
す

る
」
或
る
も
の
が
あ
る
「
と
い
う
こ
と
」
で
あ
る
〔quoniam

 inpugnans

〕。

そ
し
て
そ
の
よ
う
に
し
て
知
性
は
或
る
時
に
、
現
前
す
る
可
感
的
な
も
の
に

よ
っ
て
忌
避
な
い
し
模
倣
す
る
こ
と
へ
と
動
か
さ
れ
る
。「
他
方
で
、
魂
に

お
い
て
あ
る
諸
表
象
像
な
い
し
知
解
さ
れ
た
も
の
ど
も
」
か
ら
「
或
る
時
に
」

知
性
は
、「
あ
た
か
も
」
現
実
態
に
お
い
て
見
る
か
の
「
よ
う
に
し
て
未
来

の
こ
と
ご
と
を
現
在
の
こ
と
ご
と
に
照
ら
し
て
推
論
し
熟
慮
す
る
」

〔Aliquando autem
 fantasm

atibus aut intellectibus que sunt in anim
a 

ratiocinatur et deliberat futura ad presencia tanquam

〕。「
そ
し
て
」〔et

〕、

知
性
が
或
る
も
の
は
「
楽
し
い
」
な
い
し
「
悲
し
い
」
も
の
だ
と
判
断
す
る

「
場
合
」〔cum

 letum
 triste

〕、「
そ
こ
で
の
よ
う
に
し
て
こ
こ
で
は
」、
す

な
わ
ち
現
前
す
る
可
感
的
な
も
の
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
て
い
た
時
の
よ
う

に
し
て
「
忌
避
す
る
か
模
倣
さ
れ
る
」〔fugit hic aut im

itatur ut ibi

〕。 

〈
四
三
一
ｂ
一
〇
〉
次
い
で
、「
そ
し
て
行
為
全
般
に
お
い
て
」〔Et om

nino 

in actione

〕
と
言
う
際
、
彼
は
実
践
的
知
性
と
観
照
的
知
性
の
認
識
を
対
照

さ
せ
る
。
曰
く
、「
真
偽
は
」〔uerum

 et falsum

〕、
す
な
わ
ち
真
お
よ
び
偽

の
認
識
は
、「
行
為
に
お
け
る
」〔in actione

〕
知
性
に
属
す
る
も
の
「
と
」

〔et

〕、
す
な
わ
ち
実
践
的
知
性
に
属
す
る
か
ぎ
り
で
の
も
の
と
、「
行
為
な

し
の
」〔sine actione

〕
知
性
に
属
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
観
照
的
知
性
に

属
す
る
か
ぎ
り
で
の
も
の
と
で
、
そ
の
類
が
善
で
あ
れ
悪
で
あ
れ
、「
同
じ

類
に
あ
る
」〔est in eodem

 genere

〕。
こ
れ
は
二
通
り
に
理
解
で
き
る
。
一

方
の
仕
方
に
よ
れ
ば
、
実
践
的
に
で
あ
れ
観
照
的
に
で
あ
れ
知
解
さ
れ
た
事

物
は
、
善
で
あ
れ
悪
で
あ
れ
、
事
物
の
観
照
的
な
い
し
実
践
的
に
考
察
さ
れ

て
い
る
類
の
ゆ
え
に
相
異
化
す
る
こ
と
は
な
い
。
他
方
の
仕
方
で
理
解
で
き

る
こ
と
に
は
、
真
の
認
識
そ
の
も
の
は
観
照
的
知
性
で
あ
れ
実
践
的
知
性
で

あ
れ
そ
れ
の
何
ら
か
の
善
で
あ
り
、
偽
の
認
識
そ
の
も
の
は
観
照
的
知
性
で

あ
れ
実
践
的
知
性
で
あ
れ
そ
れ
の
何
ら
か
の
悪
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
は
、

類
の
一
致
に
即
し
て
真
偽
を
善
悪
と
対
照
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は

な
く
て
、
行
為
に
お
け
る
真
偽
を
行
為
な
し
の
真
偽
と
対
照
さ
せ
よ
う
と
し

て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
彼
が
続
け
て
言
っ
て
い
る
差
異
か
ら
明
ら
か
で

あ
る
。
曰
く
、「
異
な
る
」〔differt

〕。
す
な
わ
ち
、
行
為
に
お
け
る
も
の
と

行
為
な
し
の
も
の
は
、「
端
的
に
そ
う
だ
と
い
う
こ
と
と
何
ら
か
の
点
で
そ

う
だ
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
」〔in eo quod sim

pliciter et quodam

〕
異
な

る
。
と
い
う
の
は
、
観
照
的
知
性
は
端
的
に
考
察
す
る
こ
と
の
で
き
る
普
遍

に
お
け
る
或
る
真
な
い
し
偽
を
考
察
す
る
一
方
で
、
実
践
的
知
性
は
、
作
用
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が
個
別
の
も
の
ど
も
に
お
い
て
あ
る
が
ゆ
え
に
、
作
用
さ
れ
う
る
個
別
の
も

の
に
［
普
遍
を
］
適
用
す
る
こ
と
で
考
察
す
る
か
ら
で
あ
る
。 

〈
四
三
一
ｂ
一
二
〉
次
い
で
、
哲
学
者
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
「
決
し
て
表
象

像
な
し
に
魂
は
知
解
し
な
い
」〔« nequaquam

 sine fantasm
ate intelligit 

anim
a »

〕
と
言
っ
て
い
て
、
と
こ
ろ
で
、
諸
表
象
像
は
感
覚
か
ら
受
け
取

ら
れ
る
の
だ
か
ら
、「
さ
て
、
抽
象
に
よ
っ
て
」〔Abstractione autem

〕
と

言
う
際
、
可
感
的
な
も
の
ど
も
か
ら
分
離
さ
れ
て
い
る
も
の
ど
も
を
わ
れ
わ

れ
の
知
性
が
ど
の
よ
う
に
知
解
す
る
か
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ

の
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
彼
は
二
つ
の
こ
と
を
行
う
。
第
一
に
、
可
感
的
質
料
か

ら
抽
象
さ
れ
て
い
る
数
学
的
な
も
の
ど
も
を
ど
の
よ
う
に
知
解
す
る
か
を

示
す
。
第
二
に
、
存
在
に
即
し
て
質
料
か
ら
分
離
さ
れ
て
い
る
も
の
ど
も
を

知
解
す
る
の
か
否
か
を
探
求
す
る
。
そ
れ
は
「
さ
て
、
あ
り
う
る
の
か
」

〔Vtrum
 autem

 contingat

〕［
四
三
一
ｂ
一
七
］
と
い
う
箇
所
で
あ
る
。 

  

第
一
の
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
は
以
下
の
こ
と
が
考
察
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

諸
事
物
に
お
い
て
結
合
さ
れ
て
い
る
も
の
ど
も
の
一
方
が
他
方
な
し
に
、
し

か
も
真
な
る
仕
方
で
知
解
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
う
る
。
そ
れ
は
、
そ
れ
ら
の

一
方
が
他
方
の
理
拠
に
お
い
て
な
い
か
ぎ
り
で
の
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の

も
、
も
し
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
教
養
深
く
〔m

usicus

〕
白
い
と
す
る
な
ら
、
私

は
教
養
〔m

usica

〕
に
つ
い
て
何
も
知
解
せ
ず
に
白
さ
を
知
解
す
る
こ
と
が

で
き
る
一
方
で
、
動
物
は
人
間
の
理
拠
に
お
い
て
あ
る
が
ゆ
え
に
、
私
は
動

物
に
つ
い
て
何
も
知
解
せ
ず
に
人
間
を
知
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
事
物
に
即
し
て
前
述
の
仕
方
で
結
合
さ
れ

て
い
る
も
の
ど
も
を
知
性
に
即
し
て
分
離
し
て
も
、
虚
偽
は
生
じ
な
い
。
他

方
で
、
も
し
知
性
が
結
合
さ
れ
て
い
る
も
の
ど
も
を
分
離
さ
れ
て
い
る
も
の

と
し
て
知
解
す
る
こ
と
で
分
離
し
た
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
偽
だ
っ
た
だ
ろ

う
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
前
述
の
実
例
に
お
い
て
「
教
養
深
い
者
は
白
く
な
い
」

〔« M
usicus non est albus »

〕
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
場
合
だ
っ
た
だ
ろ

う
。
そ
れ
ゆ
え
、
可
感
的
な
も
の
ど
も
に
お
い
て
あ
る
も
の
を
知
性
が
抽
象

す
る
と
は
い
え
、
そ
れ
ら
が
分
離
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
知
解
す
る
の
で
は
な

く
て
、
そ
れ
ら
を
知
解
す
る
の
が
分
離
し
た
仕
方
お
よ
び
独
立
し
た
仕
方
に

よ
る
。 

  

そ
し
て
こ
れ
こ
そ
彼
が
言
う
こ
と
に
は
、
抽
象
に
よ
っ
て
知
性
は
「
既
述

の
」
も
の
ど
も
、
す
な
わ
ち
数
学
的
な
も
の
ど
も
を
「
知
解
す
る
」
の
で
あ

り
〔intelligit dicta

〕、
そ
れ
は
「
ち
ょ
う
ど
」〔sicut

〕
次
の
よ
う
な
仕
方

に
よ
っ
て
で
あ
る
。
知
性
が
「
獅
子
鼻
と
し
て
」
あ
る
か
ぎ
り
で
「
の
獅
子

鼻
を
」
知
解
す
る
場
合
に
〔sim

um
 secundum

 quod sim
um

〕、
そ
れ
は
「
分

離
し
た
仕
方
で
」、
す
な
わ
ち
獅
子
鼻
を
可
感
的
質
料
か
ら
独
立
し
た
仕
方

で
知
解
す
る
「
の
で
は
な
い
」〔non separate

〕。
な
ぜ
な
ら
、
可
感
的
質

料
は
、
す
な
わ
ち
鼻
は
獅
子
鼻
の
定
義
に
入
り
込
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。

「
そ
う
で
は
な
い
が
」、
知
性
が
「
凹
ん
で
い
る
」
も
の
で
あ
る
「
か
ぎ
り

で
の
或
る
も
の
を
現
実
態
」
に
お
い
て
知
解
す
る
「
な
ら
」〔si autem

 aliquid 

actu in quantum
 curuum

〕、「
凹
ん
で
い
る
も
の
が
そ
れ
に
お
い
て
あ
る
」
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と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
「
肉
な
し
に
知
解
し
た
で
あ
ろ
う
」
〔sine carne 

intellexit in qua curuum

〕。
そ
れ
は
実
の
と
こ
ろ
、
凹
ん
で
い
る
も
の
を
肉

な
し
に
知
解
す
る
と
い
う
よ
う
に
で
は
な
く
て
、
肉
を
知
解
せ
ず
に
凹
ん
で

い
る
も
の
を
知
解
し
た
と
い
う
よ
う
に
し
て
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
な
ぜ
か
と

い
え
ば
、
肉
は
凹
ん
で
い
る
も
の
の
定
義
に
措
定
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ

る
。
そ
し
て
「
そ
の
よ
う
に
し
て
」
知
性
は
、
あ
ら
ゆ
る
「
数
学
的
な
も
の

ど
も
を
」
分
離
し
た
仕
方
で
「
知
解
す
る
」〔sic intelligit m

athem
atica

〕。

そ
れ
ら
は
、
存
在
に
即
し
て
は
「
分
離
さ
れ
た
も
の
」
で
あ
る
の
で
は
「
な

い
」
が
〔non separata

〕、「
あ
た
か
も
分
離
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
の
よ

う
」〔tanquam

 si separata

〕
で
あ
る
（
と
こ
ろ
で
知
性
は
、
自
然
の
も
の

ど
も
を
そ
の
よ
う
に
知
解
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
自
然
の
も
の
ど
も
の
定
義

に
は
可
感
的
質
料
が
措
定
さ
れ
る
一
方
で
、
数
学
的
な
も
の
ど
も
の
定
義
に

は
措
定
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
知
性
は
、
自
然
の
も
の
ど
も
に
関

し
て
類
似
し
た
仕
方
で
個
別
か
ら
普
遍
を
抽
象
す
る
。
そ
れ
は
、
種
の
定
義

に
は
入
り
込
ま
な
い
、
個
体
化
を
も
た
ら
す
諸
原
理
な
し
に
種
の
本
性
を
知

解
す
る
か
ぎ
り
で
の
こ
と
で
あ
る
）。
そ
し
て
「
全
般
的
に
」、
現
実
態
に
お

い
て
あ
る
「
知
性
は
」
知
解
さ
れ
た
「
事
物
で
あ
る
」〔om

nino intellectus 

est res

〕。
な
ぜ
な
ら
、
諸
事
物
が
自
ら
の
理
拠
に
お
い
て
質
料
を
持
っ
た
り

持
た
な
か
っ
た
り
す
る
通
り
に
そ
れ
ら
は
知
性
か
ら
知
覚
さ
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
し
て
抽
象
の
こ
う
し
た
あ
り
方
を
プ
ラ
ト
ン
は
考
察
し
な
か
っ
た

の
で
、
彼
は
数
学
的
な
も
の
ど
も
や
諸
形
象
が
分
離
さ
れ
て
い
る
と
措
定
せ

ざ
る
を
え
な
か
っ
た

  (5)
。
彼
と
は
ち
が
っ
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
前
述
の

抽
象
を
な
す
た
め
に
能
動
知
性
を
措
定
し
た
。 

〈
四
三
一
ｂ
一
七
〉「
分
離
さ
れ
た
も
の
ど
も
の
う
ち
の
或
る
も
の
を
」、
す

な
わ
ち
諸
々
の
分
離
実
体
の
う
ち
の
或
る
実
体
を
「
大
き
さ
か
ら
分
離
さ
れ

な
い
」
も
の
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
知
性
が
「
知
解
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
の

か
は
後
で
考
察
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
こ
と
に
な
る
〔posterius 

considerandum
 

utrum
 

contingat 
non 

separatum
 

a 
m

agnitudine 

intelligere aliquod separatorum

〕。 

  

実
際
、
こ
の
問
題
は
こ
こ
で
は
規
定
さ
れ
え
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
或

る
諸
々
の
分
離
実
体
が
何
で
あ
る
か
も
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
も
ま

だ
明
白
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
問
題
は
形
而
上
学
に
属

す
る
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
て
い
る
の
が
見
出
さ
れ
て

は
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
学
を
補
完
す
る
も
の
が
わ
れ
わ
れ
の
と
こ
ろ

に
は
ま
だ
到
来
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、［『
形
而
上
学
』
の
］

全
巻
が
ま
だ
翻
訳
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
お
そ
ら
く
は

彼
が
死
に
つ
か
ま
っ
て
完
成
さ
せ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る

  (6)
。 

  

そ
れ
で
も
考
察
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
は
、
彼
が
こ
こ
で
言
っ
て
い
る
よ
う

に
知
性
は
身
体
の
現
実
態
で
あ
る
何
ら
か
の
魂
の
能
力
で
あ
る
か
ぎ
り
に

お
い
て
身
体
か
ら
は
分
離
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
彼
は
上
で
［
四
二
九
ｂ

五
、
四
三
〇
ａ
一
七
］
知
性
は
身
体
か
ら
分
離
さ
れ
た
も
の
だ
と
言
っ
て
い

た
が
、
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
知
性
は
自
ら
の
作
用
に
割
り
振
ら
れ
る
よ
う
な
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何
ら
の
器
官
も
持
た
な
い
か
ら
で
あ
る

  (7)
。 

 
注注  (1) 

『
古
典
古
代
学
』
一
一
（
二
〇
一
九
）：
一–

二
五
、『
倫
理
学
』
三
五
（
二

〇
一
九
）：
一
五
九–

七
二
、『
哲
学
・
思
想
論
集
』
四
五
（
二
〇
二
〇
）：
一

五
九–

七
二
、『
倫
理
学
』
三
六
（
二
〇
二
〇
）：
一
二
七–

四
一
。  

(2) 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
自
然
学
』
第
三
巻
第
一
～
五
章
二
〇
〇
ｂ
一
二
～
二
〇

二
ｂ
二
九
。 

(3) Cf. 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
魂
に
つ
い
て
』
第
一
巻
第
四
章
四
〇
八
ｂ
一
～
四
。 

(4) Cf. 

同
右
第
一
巻
第
五
章
四
一
一
ｂ
五
～
六
。 

(5) Cf. 

同
右
第
一
巻
第
二
章
四
〇
四
ｂ
一
八
～
二
一
。 

(6) 

後
に
ト
マ
ス
は
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
「
形
而
上
学
」
註
解
』
第
九
巻
第
一
一

講
に
お
い
て
、『
魂
に
つ
い
て
』
第
三
巻
で
は
疑
問
が
解
消
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
つ
ま
り
こ
こ
で
ト
マ
ス
も
言
及
し
て
い
る
分
離

実
体
（
主
に
天
使
）
を
人
間
知
性
が
知
解
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い

て
、『
形
而
上
学
』
を
見
る
と
解
答
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
ト
マ
ス

に
よ
れ
ば
、「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
考
え
に
よ
れ
ば
人
間
知
性
は
諸
々
の
単

純
実
体
を
知
解
す
る
こ
と
に
及
ぶ
こ
と
が
で
き
る
」（n.1916

）
と
考
え
て

い
る
。 

(7) 

本
稿
は
、
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
一
八
Ｋ
一
二
一
九
一
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で

あ
る
。
ま
た
こ
の
場
を
借
り
て
訳
者
一
同
、
さ
ま
ざ
ま
な
学
恩
に
対
し
て
伊

藤
益
教
授
に
は
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。 

 

（
い
し
だ
・
り
ゅ
う
た 

慶
應
義
塾
大
学
文
学
部
訪
問
研
究
員 

 

た
か
い
し
・
の
り
あ
き 

木
更
津
工
業
高
等
専
門
学
校
非
常
勤
講
師
） 
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