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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
七七
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
七
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
七
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
ｂ
二
〇
～ 

感
覚
と
知
性
の
諸
規
定
に
も
と
づ
く
魂
の
本
性
の
解
明
。 

 

古
代
人
の
言
っ
て
い
た
こ
と
と
そ
れ
と
は
異
な
る
理
解
の
提
示
。 

 
 

魂
は
何
ら
か
の
仕
方
で
は
す
べ
て
で
あ
る
こ
と
に
関
す
る
古
代
人
の

理
解
の
提
示
。
ｂ
二
〇
～ 

 
 

古
代
人
と
は
異
な
る
理
解
の
提
示
。
ｂ
二
八
～ 

 

知
性
の
感
覚
に
対
す
る
依
存
の
提
示
。
四
三
二
ａ
三
～ 

【
第
二
段
階
】
四
三
一
ｂ
二
八
～ 

古
代
人
の
理
解
と
は
異
な
る
仕
方
で
魂
が
す
べ
て
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
ｂ

二
八
～ 

【
第
三
段
階
】
四
三
二
ａ
三
～ 

知
性
は
感
覚
を
要
す
る
こ
と
の
提
示
。
ａ
三
～ 

知
性
が
、
感
覚
に
依
存
す
る
表
象
と
は
異
な
る
こ
と
の
提
示
。
ａ
一
〇
～ 

【
第
四
段
階
】
四
三
二
ａ
一
〇
～ 

表
象
と
知
性
の
違
い
の
提
示
。 

 

複
合
と
分
割
と
い
う
知
性
の
作
用
に
関
し
て
。
ａ
一
〇
～ 

 

最
初
の
知
解
さ
れ
た
こ
と
ご
と
と
の
違
い
に
関
し
て
。
ａ
一
二
～ 

 

【
全
体
構
造
】 

感
覚
と
知
性
の
諸
規
定
に
も
と
づ
く
魂
の
本
性
の
解
明
。 

 

古
代
人
の
言
っ
て
い
た
こ
と
と
そ
れ
と
は
異
な
る
理
解
の
提
示
。 

 
 

魂
は
何
ら
か
の
仕
方
で
は
す
べ
て
で
あ
る
こ
と
に
関
す
る
古
代
人
の

理
解
の
提
示
。
ｂ
二
〇
～ 

 
 

古
代
人
と
は
異
な
る
理
解
の
提
示
。
ｂ
二
八
～ 

 

知
性
の
感
覚
に
対
す
る
依
存
の
提
示
。
四
三
二
ａ
三
～ 

 

知
性
が
、
感
覚
に
依
存
す
る
表
象
と
は
異
な
る
こ
と
の
提
示
。 
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2 
 

 
 

複
合
と
分
割
と
い
う
知
性
の
作
用
に
関
し
て
。
ａ
一
〇
～ 

 
 

最
初
の
知
解
さ
れ
た
こ
と
ご
と
と
の
違
い
に
関
し
て
。
ａ
一
二
～ 

 

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
ト
マ
ス
の
註
解
に
は
、
第
三
段
階
と
第
四
段
階
に
関
す
る
註
釈
の
あ

い
だ
に
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
（
イ
ブ
ン
・
シ
ー
ナ
ー
）
に
対
す
る
批
判
を
述
べ
る

部
分
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
付
け
加
え
て
お
こ
う
。
実
際
に
ア
ヴ
ィ
セ

ン
ナ
が
そ
う
明
言
し
て
い
る
か
は
さ
て
お
き
、
少
な
く
と
も
ト
マ
ス
が
理
解

す
る
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
に
よ
れ
ば
、
知
性
は
知
を
一
度
獲
得
す
る
と
感
覚
を
必

要
と
し
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
ト
マ
ス
は
、
観
照
す
る
た
め
に
は
表
象
像
を

使
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
器
官
の
損
傷
が
あ
る
と
す
で
に
獲
得
し
た
知

を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
理
由
に
し
て
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
を
批

判
す
る
。
こ
の
点
は
特
に
、
単
な
る
逐
語
的
な
註
解
に
留
ま
ら
な
い
部
分
だ

と
言
え
る
。 

 

他
に
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
「
手
は
諸
器
官
の
器
官
」
だ
と
言
っ
て
い

る
箇
所
を
め
ぐ
っ
て
、
ト
マ
ス
が
人
間
の
手
に
備
え
ら
れ
た
機
能
な
い
し
目

的
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
部
分
も
存
在
す
る
。
こ
の
部
分
も
源
泉
を
た
ど

れ
ば
や
は
り
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
動
物
学
著
作
（『
動
物
の
諸
部
分
に
つ
い

て
』）
に
由
来
を
も
つ
と
言
え
る
が
、
他
の
動
物
と
は
異
な
り
人
間
の
手
が

果
た
す
だ
ろ
う
役
割
に
つ
い
て
ト
マ
ス
が
ど
う
考
え
て
い
た
の
か
を
窺
う

こ
と
も
で
き
る
。
身
体
と
の
関
連
に
お
い
て
も
知
性
的
魂
の
本
性
が
解
明
さ

れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。 

 

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

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
七七
章章
））  

 【
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
テ
ク
ス
ト
】 

四
三
一
ｂ
二
〇 

さ
て
今
や
、
魂
に
つ
い
て
言
わ
れ
た
こ
と
ご
と
を
総
括
し

て
、
あ
ら
た
め
て
次
の
よ
う
に
言
お
う
。
魂
と
は
何
ら
か
の
仕
方
で
は
存
在

す
る
も
の
す
べ
て
で
あ
る
、
と
。
と
い
う
の
も
、
存
在
す
る
も
の
と
は
可
感

的
か
可
知
的
で
あ
り
、
と
こ
ろ
で
、
知
は
た
し
か
に
何
ら
か
の
仕
方
で
は
知

ら
れ
う
る
も
の
ど
も
で
あ
り
、
感
覚
は
［
何
ら
か
の
仕
方
で
は
］
可
感
的
な

も
の
ど
も
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
こ
と
が
ど
の
よ
う
で
あ

る
か
を
探
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
知
と
感
覚
は
、
複
数
の

事
物
に
［
応
じ
て
］
切
り
分
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
一
方
に
は
、
可
能
態
に

あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
ど
も
に
対
し
て
可
能
態
に
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
が
あ

り
、
他
方
に
は
、
現
実
態
に
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
ど
も
に
対
し
て
現
実
態
に

あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
が
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
魂
の
う
ち
の
感
覚
す
る
も
の
と

知
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
は
可
能
態
で
は
こ
う
し
た
も
の
ど
も
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
一
方
は
知
ら
れ
う
る
も
の
で
あ
り
、
他
方
は
可
感
的
な
も
の
で
あ
る
。 

四
三
一
ｂ
二
八 

と
こ
ろ
で
感
覚
す
る
も
の
と
知
る
こ
と
の
で
き
る
も
の

は
、［
感
覚
や
知
解
の
対
象
］
そ
の
も
の
で
あ
る
か
［
そ
れ
の
］
形
象
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
ま
ず
そ
れ
ら
は
［
感
覚
や
知
解
の
対
象
］
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そ
の
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
魂
に
お
い
て
あ
る
の
は
石
で
は
な
く

て
形
象
だ
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
魂
は
手
の
よ
う
で
あ
る
。
実
際
、
手
は

諸
器
官
の
器
官
で
あ
り
、
知
性
は
諸
々
の
［
可
知
的
］
形
象
の
形
象
で
あ
り
、

感
覚
は
諸
々
の
可
感
的
形
象
の
形
象
で
あ
る
。 

四
三
二
ａ
三 
と
こ
ろ
で
ま
た
、
可
感
的
な
も
の
ど
も
が
分
離
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
と
い
う
よ
う
に
し
て
事
物
が
諸
々
の
大
き
さ
な
し
に
存
在

す
る
こ
と
は
全
く
な
い
の
だ
か
ら
、
可
知
的
な
も
の
ど
も
、
抽
象
に
よ
っ
て

言
わ
れ
る
も
の
ど
も
、
何
で
あ
れ
可
感
的
な
も
の
ど
も
の
性
向
や
状
態

〔passio

〕
は
諸
々
の
可
感
的
形
象
に
お
い
て
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
の

ゆ
え
に
ま
た
必
ず
、
何
も
感
覚
し
な
い
も
の
は
た
し
か
に
何
も
学
ば
な
い
し

知
解
し
な
い
。
む
し
ろ
観
照
す
る
と
き
は
、
何
ら
か
の
表
象
像
を
観
照
す
る

の
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
諸
表
象
像
は
、
質
料
な
し
に
あ
る

と
い
う
こ
と
を
除
け
ば
、
可
感
的
な
も
の
と
同
様
で
あ
る
。 

四
三
二
ａ
一
〇 

と
こ
ろ
で
、
表
象
は
［
肯
定
］
言
明
や
否
定
［
言
明
］
と

は
別
物
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
知
解
さ
れ
た
こ
と
ご
と
の
複
合
は
真
で
あ

っ
た
り
偽
で
あ
っ
た
り
す
る
か
ら
で
あ
る
。 

四
三
二
ａ
一
二 

と
こ
ろ
で
最
初
の
知
解
さ
れ
た
こ
と
ご
と
は
、
表
象
像
で

は
な
い
も
の
と
し
て
ど
の
点
に
お
い
て
異
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
他
の
知
解
さ

れ
る
こ
と
ご
と
も
表
象
像
で
は
な
い
が
、
表
象
像
な
し
に
あ
る
の
で
は
な
い
。  

 

【
ト
マ
ス
の
註
解
】 

〈
四
三
一
ｂ
二
〇
〉「
さ
て
今
や
、
魂
に
つ
い
て
」〔Nunc autem

 de anim
a

〕

云
々
。
哲
学
者
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
感
覚
と
知
性
に
つ
い
て
規
定
し
た
後

で
、
両
者
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
ご
と
に
よ
っ
て
魂
の
本
性
に
つ

い
て
知
ら
れ
る
べ
き
こ
と
を
示
す
。
そ
し
て
二
つ
の
部
分
に
分
か
れ
る
。
彼

は
第
一
の
部
分
で
は
、
魂
の
本
性
が
何
ら
か
の
仕
方
で
は
古
代
人
た
ち
が
信

じ
て
い
た
通
り
で
あ
り
、
何
ら
か
の
仕
方
で
は
そ
れ
と
は
異
な
る
こ
と
を
示

す
。
第
二
の
部
分
で
は
、
知
性
の
感
覚
に
対
す
る
依
存
を
示
す
。
そ
れ
は
「
と

こ
ろ
で
ま
た
、
事
物
は
云
々
だ
か
ら
」〔Q

uoniam
 autem

 neque res

〕［
四

三
二
ａ
三
］
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
、
古
代
人
た
ち
が
言
っ
て
い
た
よ
う
に
、
魂
は
何
ら

か
の
仕
方
で
は
す
べ
て
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
第
二
に
、
彼
ら
が
言
っ
て
い

た
の
と
は
別
の
仕
方
で
す
べ
て
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
そ
れ
は
「
と
こ
ろ
で

云
々
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」〔Necesse est autem

〕［
四
三
一
ｂ
二
八
］

と
い
う
箇
所
で
あ
る
。 

 

そ
れ
ゆ
え
、
第
一
に
彼
が
言
う
こ
と
に
は
、「
今
や
、
魂
に
つ
い
て
言
わ

れ
」
て
い
る
こ
と
ご
と
を
「
総
括
し
て
」〔nunc recapitulantes dicta de 

anim
a

〕、
結
果
的
に
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
提
起
を
示
す
よ
う
に
し
て
、「
次

の
よ
う
に
言
お
う
。
魂
と
は
何
ら
か
の
仕
方
で
は
す
べ
て
で
あ
る
、
と
」

〔dicam
us quod anim

a quodam
 m

odo est om
nia

〕。
と
い
う
の
も
、「
存

在
す
る
も
の
」
と
は
す
べ
て
「
可
感
的
か
可
知
的
」
で
あ
り
〔que sunt aut 

sensibilia aut intelligibilia

〕、
と
こ
ろ
で
、
魂
に
は
感
覚
と
知
性
な
い
し
知

が
あ
る
の
だ
か
ら
魂
は
何
ら
か
の
仕
方
で
は
可
感
的
な
も
の
ど
も
で
も
あ

る
し
可
知
的
な
も
の
ど
も
で
も
あ
り
、
「
何
ら
か
の
仕
方
で
は
」
〔quodam
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m
odo

〕
「
感
覚
」
〔sensus

〕
は
「
可
感
的
な
も
の
ど
も
」
〔sensibilia

〕
そ

の
も
の
で
あ
り
、
知
性
は
可
知
的
な
も
の
ど
も
で
あ
り
、
あ
る
い
は
「
知
」

〔sciencia
〕
は
「
知
ら
れ
う
る
も
の
ど
も
」
〔scibilia

〕
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
「
こ
う
し
た
こ
と
が
ど
の
よ
う
で
あ
る
か
を
探
求
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」〔qualiter hoc sit, oportet inquirere

〕。
実
際
、「
感
覚
と
知
」
は
「
そ

れ
ぞ
れ
の
事
物
に
」〔sensus et sciencia in res

〕［
応
じ
て
］
分
け
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
物
の
あ
り
方
に
即
し
て
、
現
実
態
と
可
能
態
に

分
け
ら
れ
る
。
た
だ
し
、「
可
能
態
」
に
お
い
て
あ
る
「
と
こ
ろ
の
」〔que 

potencia

〕
知
お
よ
び
感
覚
は
「
可
能
態
」
に
お
い
て
「
あ
る
と
こ
ろ
の
」

〔que sunt potencia

〕
知
ら
れ
う
る
も
の
ど
も
お
よ
び
可
感
的
な
も
の
ど
も

に
関
わ
る
の
に
対
し
て
、「
現
実
態
」
に
お
い
て
あ
る
「
と
こ
ろ
の
」〔que 

actu

〕
知
お
よ
び
感
覚
は
「
現
実
態
」
に
お
い
て
「
あ
る
と
こ
ろ
の
」〔que 

sunt actu

〕
知
ら
れ
う
る
も
の
ど
も
お
よ
び
可
感
的
な
も
の
ど
も
に
対
し
て

秩
序
づ
け
ら
れ
る
。
し
か
し
や
は
り
、
異
な
る
仕
方
に
よ
る
。
す
な
わ
ち
、

現
実
態
に
お
け
る
感
覚
と
現
実
態
に
お
け
る
知
な
い
し
知
性
は
現
実
態
に

お
い
て
も
知
ら
れ
う
る
も
の
ど
も
や
可
感
的
な
も
の
ど
も
で
あ
る
が
、「
魂

の
う
ち
の
」〔anim

e

〕
感
覚
能
力
「
と
知
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
」〔et quod 

scire potest

〕、
す
な
わ
ち
知
性
能
力
は
、
可
感
的
な
も
の
な
い
し
知
ら
れ
う

る
も
の
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
可
能
態
に
お
い
て
あ
る
。

す
な
わ
ち
感
覚
す
る
も
の
は
「
可
感
的
な
も
の
」〔sensibile

〕
に
対
す
る
一

方
で
、
知
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
は
「
知
ら
れ
う
る
も
の
」
〔scibile

〕
に

対
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
魂
は
何
ら
か
の
仕
方
で
は
す
べ
て
で
あ
る
と
い
う

こ
と
し
か
な
い
。 

〈
四
三
一
一
ｂ
二
八
〉
次
い
で
、「
と
こ
ろ
で
云
々
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

〔Necesse est autem

〕
と
言
う
際
、
古
代
人
た
ち
が
措
定
し
て
い
た
の
と

は
別
の
仕
方
で
魂
が
す
べ
て
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
そ
し
て
彼
が
言
う
こ
と

に
は
、
も
し
魂
が
す
べ
て
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
は
、
エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス

  (2)
の

措
定
し
た
よ
う
に
私
た
ち
が
土
に
よ
っ
て
土
を
認
識
し
、
水
に
よ
っ
て
水
を

認
識
す
る
な
ど
と
い
っ
た
よ
う
に
可
感
的
お
よ
び
知
ら
れ
う
る
諸
事
物
そ

の
も
の
で
あ
る
「
か
」〔aut

〕、
そ
れ
ら
の
「
形
象
」〔species

〕
で
あ
る
の

「
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」〔necesse est

〕。
と
こ
ろ
で
、
魂
は
彼
ら
が
措

定
し
た
よ
う
に
諸
事
物
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、「
魂
に
お
い
て

あ
る
の
は
石
で
は
な
く
て
」
石
の
「
形
象
」
だ
か
ら
で
あ
る
〔lapis non est 

in anim
a, set species

〕。
そ
し
て
こ
う
し
た
仕
方
で
、
現
実
態
に
お
け
る
知

性
は
現
実
態
に
お
い
て
知
解
さ
れ
る
も
の
そ
の
も
の
だ
と
言
わ
れ
る
の
で

あ
り
、
そ
れ
は
知
解
さ
れ
る
も
の
の
形
象
が
現
実
態
に
お
け
る
知
性
の
形
象

で
あ
る
か
ぎ
り
で
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
こ
と
に

は
、
魂
は
手
に
類
同
化
さ
れ
る
。「
実
際
、
手
は
諸
器
官
の
器
官
」〔m

anus 

enim
 organum

 organorum

〕
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
諸
々
の
手
は
、
防
御
や

攻
撃
や
保
護
〔cooperim

entum

〕
の
た
め
に
他
の
動
物
た
ち
に
与
え
ら
れ

て
い
る
器
官
す
べ
て
の
代
わ
り
に
人
間
に
与
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

実
際
、
人
間
は
防
御
、
攻
撃
、
保
護
を
自
身
の
手
で
準
備
す
る

  (3)
。
同
様
に

魂
も
、
あ
ら
ゆ
る
形
相
の
代
わ
り
に
人
間
に
対
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
結
果
と
し
て
人
間
は
何
ら
か
の
仕
方
で
有
全
体
〔totum

 ens

〕
で
あ
り
、
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そ
れ
は
、
人
間
の
魂
が
あ
ら
ゆ
る
形
相
を
受
容
す
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
で

人
間
が
魂
に
即
し
て
は
何
ら
か
の
仕
方
で
す
べ
て
で
あ
る
か
ぎ
り
で
の
こ

と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
知
性
は
あ
ら
ゆ
る
可
知
的
形
相
を
受
容
す
る
何

ら
か
の
形
相
で
あ
り
、
感
覚
は
あ
ら
ゆ
る
「
可
感
的
」〔sensibilium

〕
形
相

を
受
容
す
る
何
ら
か
の
形
相
だ
か
ら
で
あ
る
。 

〈
四
三
二
ａ
三
〉
次
い
で
、「
と
こ
ろ
で
ま
た
、
事
物
が
云
々
で
は
な
い
の

だ
か
ら
」〔Q

uoniam
 autem

 neque res

〕
と
言
う
の
は
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、

感
覚
が
可
感
的
な
も
の
ど
も
で
あ
る
よ
う
に
し
て
知
性
は
何
ら
か
の
仕
方

で
は
可
知
的
な
も
の
ど
も
で
あ
る
と
彼
は
言
っ
て
い
た
の
で
、
知
性
は
感
覚

に
依
存
し
な
い
と
誰
か
は
信
じ
え
た
だ
ろ
う
し
、
も
し
プ
ラ
ト
ン
主
義
者
た

ち
が
措
定
し
た
よ
う
に
私
た
ち
の
知
性
の
可
知
的
な
も
の
ど
も
が
可
感
的

な
も
の
ど
も
か
ら
存
在
に
即
し
て
分
離
さ
れ
て
い
る
な
ら
、
実
際
に
こ
れ
が

真
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
わ
け
で
彼
は
こ
こ
で
知
性
は
感
覚
を
要
す

る
と
い
う
こ
と
を
示
し
、
そ
の
後
に
は
知
性
が
、
や
は
り
感
覚
に
依
存
す
る

表
象
と
は
異
な
る
こ
と
を
示
す
。
そ
れ
は
「
と
こ
ろ
で
、
表
象
は
」〔Est autem

 

fantasia

〕［
四
三
二
ａ
一
〇
］
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
」

相
互
に
「
分
離
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
と
い
う
よ
う
に
し
て
」〔sicut 

sensibilia uidentur separata

〕
あ
た
か
も
事
物
が
諸
々
の
大
き
さ
か
ら
存

在
に
即
し
て
分
離
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
は
、
私
た
ち
に
よ
っ
て
知
解
さ
れ
る

「
事
物
」
が
可
感
的
な
「
諸
々
の
大
き
さ
な
し
に
存
在
す
る
こ
と
は
全
く
な

い
」
の
だ
か
ら
〔nulla res est preter m

agnitudines

〕、
必
然
的
に
私
た
ち

の
知
性
の
可
知
的
な
も
の
ど
も
は
存
在
に
即
し
て
、「
諸
々
の
可
感
的
形
象

に
お
い
て
」〔in speciebus sensibilibus

〕
あ
る
。
抽
象
に
よ
っ
て
言
わ
れ

る
も
の
、
す
な
わ
ち
数
学
的
な
も
の
ど
も
だ
け
で
な
く
、「
可
感
的
な
も
の

ど
も
の
性
向
や
状
態
」〔habitus et passiones sensibilium

〕
で
あ
る
自
然

的
な
も
の
ど
も
も
そ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
の
ゆ
え
に
人
間
は
、
感

覚
な
し
に
は
新
た
に
知
を
獲
得
す
る
と
い
う
よ
う
に
し
て
何
も
学
ぶ
こ
と

が
で
き
ず
、
所
有
さ
れ
た
知
を
使
用
す
る
と
い
う
よ
う
に
し
て
知
解
す
る
こ

と
も
で
き
な
い
。
む
し
ろ
何
か
を
現
実
態
に
お
い
て
観
照
す
る
「
と
き
は
」

〔cum

〕、「
何
ら
か
の
表
象
像
を
」
自
身
に
対
し
て
形
成
す
る
の
で
「
も
」

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〔sim

ul aliquod fantasm
a

〕。「
と
こ
ろ
で
諸
表
象
像

は
」〔fantasm

ata autem

〕
可
感
的
な
も
の
ど
も
の
類
似
で
あ
る
が
、
質
料

な
し
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
可
感
的
な
も
の
ど
も
と
異
な
る
。
と
い
う

の
は
、
上
述
［
四
二
四
ａ
一
八
～
一
九
］
の
よ
う
に
「
感
覚
は
質
料
な
し
に

諸
形
象
を
受
け
入
れ
る
も
の
で
あ
る
」
一
方
で
、
表
象
と
は
「
現
実
態
に
即

し
た
感
覚
に
よ
る
運
動
」

  (4)
だ
か
ら
で
あ
る
。 

  

さ
て
以
上
か
ら
、
知
性
は
知
を
獲
得
し
た
後
で
は
感
覚
を
要
し
な
い
と
ア

ヴ
ィ
セ
ン
ナ

  (5)
が
言
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
に
偽
で
あ
る
。
理
由
は
次
の

通
り
で
あ
る
。
明
白
な
こ
と
に
、
誰
か
が
知
の
性
向
を
も
っ
て
い
る
後
に
な

っ
て
も
、
観
照
す
る
た
め
に
は
表
象
像
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

し
て
こ
の
こ
と
の
ゆ
え
に
、
す
で
に
獲
得
さ
れ
た
知
の
使
用
が
器
官
の
損
傷

に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
る

  (6)
。 
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〈
四
三
二
ａ
一
〇
〉
次
い
で
、「
と
こ
ろ
で
、
表
象
は
」〔Est autem

 fantasia

〕

と
言
う
際
、
彼
は
表
象
と
知
性
の
違
い
を
示
す
。 

 

そ
し
て
第
一
に
は
、
複
合
と
分
割
と
い
う
知
性
の
作
用
に
関
わ
る
。
彼
が

言
う
こ
と
に
は
、
「
表
象
」
〔fantasia

〕
は
知
性
の
肯
定
「
や
否
定
」
〔et 

negatione

〕
と
は
「
別
物
」〔alterum

〕
で
あ
る
。
理
由
は
次
の
通
り
で
あ

る
。「
知
解
さ
れ
た
こ
と
ご
と
の
」〔intellectuum

〕
複
合
に
お
い
て
は
す
で

に
「
真
」
や
「
偽
が
あ
る
」〔est uerum

 falsum

〕
が
、
そ
う
し
た
こ
と
は

表
象
に
お
い
て
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
真
と
偽
を
認
識
す
る
こ
と
は
知
性

に
の
み
属
す
る
か
ら
で
あ
る
。 

〈
四
三
二
ａ
一
二
〉
第
二
に
は
「
と
こ
ろ
で
最
初
の
知
解
さ
れ
た
こ
と
ご
と

は
」〔Prim

i autem
 intellectus

〕
と
い
う
箇
所
で
、
彼
は
「
最
初
の
知
解
さ

れ
た
こ
と
ご
と
」〔prim

i intellectus

〕、
す
な
わ
ち
不
可
分
の
も
の
ど
も
の

諸
々
の
知
解
、
つ
ま
り
「
表
象
像
で
は
な
い
」〔non sint fantasm

ata

〕
も

の
が
ど
の
点
に
お
い
て
異
な
る
か
を
探
求
す
る
。
そ
し
て
彼
が
解
答
す
る
こ

と
に
は
、
そ
れ
ら
は
「
表
象
像
な
し
に
」
あ
る
「
の
で
は
な
い
」〔non sine 

fantasm
atibus

〕
も
の
の
、
や
は
り
表
象
像
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
諸
表

象
像
は
個
別
的
な
も
の
ど
も
の
類
似
で
あ
る
一
方
で
、
知
解
さ
れ
た
こ
と
ご

と
は
個
体
化
す
る
諸
条
件
か
ら
抽
象
さ
れ
た
普
遍
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら

諸
表
象
像
は
可
能
態
に
お
い
て
不
可
分
で
あ
る
が
、
現
実
態
に
お
い
て
は
そ

う
で
は
な
い

  (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
、
三
七
（
二

〇
二
一
）： 

二
三
九–

五
一
。 

(2) Cf. 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
魂
に
つ
い
て
』
第
一
巻
第
二
章
四
〇
四
ｂ
一
一
～

一
四
。 

(3) Cf. 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
動
物
の
諸
部
分
に
つ
い
て
』
第
四
巻
第
一
〇
章
六

八
七
ａ
六
～
ｂ
五
。 

(4) Cf. 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
魂
に
つ
い
て
』
第
三
巻
第
七
章
四
三
一
ａ
一
～
二
。 

(5) Cf. 

イ
ブ
ン
・
シ
ー
ナ
ー
『
魂
に
つ
い
て
』
第
五
部
第
六
章
「
誰
か
が
知
解

対
象
を
知
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
と
き
、
そ
の
意
味
は
、
い
つ
で
も
そ
う
し

た
い
と
き
に
、
そ
の
形
相
を
自
分
自
身
の
心
に
現
前
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る

状
態
に
あ
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
の
意
味
は
、
い
つ
で
も
そ
う
し
た
い

と
き
に
能
動
知
性
に
繋
が
る
こ
と
が
で
き
、
能
動
知
性
か
ら
や
っ
て
来
る
そ

の
知
解
対
象
が
心
の
な
か
に
形
相
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の

知
解
対
象
が
つ
ね
に
そ
の
人
の
心
の
な
か
に
現
前
し
、
そ
の
知
性
の
な
か
で

現
実
態
で
形
相
化
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
学
習
し
て
、
こ
の
種

の
現
実
態
の
知
性
が
実
現
す
る
以
前
と
は
ち
が
う
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
」

（
木
下
雄
介
＝
訳
、
知
泉
書
館
、
二
〇
一
二
年
、
二
八
五
頁
）。 

(6) Cf. 
カ
ル
キ
デ
ィ
ウ
ス
『
プ
ラ
ト
ン
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
註
解
』
第
二
部
第

九
章
（
第
二
三
一
節
）「
実
際
、
精
神
と
そ
の
熟
考
を
妨
害
す
る
あ
ら
ゆ
る
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身
体
の
疾
患
は
、
頭
に
お
い
て
の
み
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
譫

妄
、
忘
却
、
癲
癇
の
発
作
、
狂
乱
、
黒
胆
汁
の
炎
症
は
、
頭
と
い
う
城
砦
に

そ
の
始
原
を
も
つ
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
精
神
と
そ
の
熟
考
が
傷
つ
け
ら
れ
、

そ
れ
ゆ
え
よ
り
鈍
く
な
る
の
で
は
な
く
、
病
気
に
よ
っ
て
妨
害
さ
れ
た
器
官

が
本
性
に
従
っ
て
自
分
の
仕
事
を
果
た
す
こ
と
や
、
魂
の
命
令
に
従
う
こ
と

が
で
き
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
脳
の
座
は
、
わ
た
し
が
思
う
に
は
、
い
か
な

る
疾
患
に
も
耐
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
、
脳
が
疾
患
を
感
じ

る
こ
と
で
人
の
死
が
起
こ
る
か
ら
で
あ
る
」（
土
屋
睦
廣
＝
訳
、
京
都
大
学

学
術
出
版
会
、
二
〇
一
九
年
、
二
八
六
～
八
七
頁
）。 

(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
。 

 

（
い
し
だ
・
り
ゅ
う
た 

 

慶
應
義
塾
大
学
文
学
部
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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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