
早
稲
田
商
学
第
＝
一
四
八
号

一
九
九
　
一
年
九
月東

ア
ジ
ア
に
お
け
る
知
恵
概
念
の
伝
統
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
知
恵
概
念
＊

ー
サ
ピ
ェ
ン
テ
ィ
ア
と
道
、
イ
デ
ィ
オ
ー
タ
と
愚
人
－

八

巻
　
和
彦

　
　
　
　
　
　
　
　
一
、
知
あ
る
無
知

　
二
千
年
前
に
あ
る
哲
学
者
が
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
東
側
で
次
の
よ
う
に
言
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
い

　
　
　
「
知
っ
て
知
ら
ざ
る
は
上
な
り
、
知
ら
ず
し
て
知
る
は
病
な
り
。
夫
れ
唯
だ
病
を
病
と
す
、
是
を
も
っ
て
病
あ
ら
ず
。
聖
人
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
D

　
　
病
あ
ら
ず
、
そ
の
病
を
病
と
す
る
を
も
っ
て
、
是
を
も
っ
て
病
あ
ら
ず
。
」
（
『
老
子
』
七
一
章
）

　
こ
の
言
葉
を
、
即
ち
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
西
側
に
一
五
世
紀
に
生
き
た
思
想
家
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
、
〈
ま
o
g
樹
g
『
彗
蔓
〉
（
知
あ
る
無

知
）
の
思
想
を
わ
れ
わ
れ
に
想
い
起
こ
さ
せ
る
言
葉
を
語
っ
た
の
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
で
は
な
く
、
老
子
と
い
う
名
の
紀
元
前
四
～
五
世

紀
に
生
き
た
中
国
人
で
あ
る
。

　
儒
教
が
形
成
さ
れ
た
の
と
ほ
ぼ
同
じ
時
代
に
、
こ
の
老
子
は
儒
教
を
、
彼
に
特
徴
的
な
否
定
的
思
考
を
も
っ
て
激
し
く
か
つ
根
本
的
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に
批
判
し
た
の
で
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
老
子
の
思
想
は
儒
教
と
な
ら
ん
で
東
ア
ジ
ア
の
伝
統
的
な
思
想
全
体
に
大
き

な
影
響
を
与
え
て
来
て
お
り
、
老
子
な
く
し
て
は
、
例
え
ば
禅
仏
教
も
浄
土
仏
教
の
存
在
も
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
以
下
の
比
較
検
討
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
老
子
と
ク
ザ
ー
ヌ
ス
と
の
問
に
横
た
わ
る
地
理
的
懸
隔
の
み
な
ら
ず
、
時
聞
的
な
そ

れ
も
わ
き
ま
え
つ
つ
、
副
題
に
掲
げ
た
二
つ
の
点
で
こ
の
両
者
の
思
想
を
比
較
す
る
こ
と
に
意
義
を
見
出
す
も
の
で
あ
る
。

　
で
は
老
子
と
は
ど
ん
な
人
物
で
あ
る
の
か
。
ま
た
老
子
に
帰
せ
ら
れ
る
『
道
徳
経
』
と
い
う
（
日
本
で
は
一
般
に
単
に
『
老
子
』
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
〕

さ
れ
る
）
著
作
は
い
か
な
る
意
義
を
有
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
宍
ド
ぎ
旨
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
老
子
に
つ
い
て
は
た
く
さ
ん

の
文
献
が
存
在
す
る
が
、
こ
の
偉
大
な
恩
想
家
自
身
に
つ
い
て
、
お
よ
び
彼
の
実
際
の
生
涯
に
つ
い
て
は
僅
か
し
か
知
ら
れ
て
い
な
い
。

最
も
信
頼
に
値
す
る
の
は
、
司
馬
遷
の
『
史
記
』
の
以
下
の
よ
う
な
一
節
で
あ
る
。
「
老
子
は
楚
の
苦
県
万
郷
曲
仁
里
の
人
な
り
。
名

は
耳
、
字
は
璃
、
姓
は
李
氏
、
周
の
守
蔵
室
の
史
な
り
。
…
…
老
子
道
徳
を
脩
め
、
そ
の
学
自
ら
隠
れ
て
名
を
求
め
ざ
る
を
以
て
務
め

と
な
す
、
周
に
居
る
こ
れ
久
し
く
し
て
周
の
衰
え
た
る
を
見
、
す
な
わ
ち
遂
に
さ
り
て
関
に
至
る
。
関
の
令
ヂ
喜
日
く
、
『
子
ま
さ
に

隠
れ
ん
と
す
、
強
い
て
我
が
た
め
に
書
を
著
せ
』
と
。
是
に
お
い
て
老
子
す
な
わ
ち
書
上
下
篇
を
著
し
、
道
徳
の
意
を
い
う
こ
と
五
千

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
〕

螢
言
に
し
て
去
り
、
そ
の
終
わ
る
所
を
知
る
な
し
。
：
：
：
」

　
し
か
し
な
が
ら
、
紀
元
前
二
百
年
頃
に
は
既
に
こ
の
著
作
全
体
が
老
子
『
道
徳
経
』
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
、
最
近
、
一

九
七
三
年
に
馬
王
堆
古
墳
の
発
掘
の
際
に
見
出
さ
れ
た
二
つ
の
若
干
異
な
っ
た
こ
の
著
作
の
写
本
の
存
在
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ

の
古
墳
の
主
が
司
馬
遷
に
先
立
つ
こ
と
約
百
年
前
生
き
て
い
た
こ
と
を
考
量
す
る
と
、
武
内
義
雄
、
福
永
光
司
氏
と
共
に
、
老
子
と
は
、

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
紀
元
前
四
～
五
世
紀
に
生
存
し
て
い
た
人
物
で
あ
る
と
推
測
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
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二
、
サ
ピ
エ
ン
テ
ィ
ア
と
学

　
さ
て
、
老
子
の
「
知
あ
る
無
知
」
の
思
想
を
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
そ
れ
と
結
合
す
る
も
の
は
、
根
源
的
真
理
或
い
は
存
在
そ
の
も
の
と
し

て
の
〈
道
〉
で
あ
る
。
『
老
子
』
一
章
に
お
い
て
老
子
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
　
　
「
道
の
道
と
す
べ
き
は
常
の
道
に
あ
ら
ず
、
名
の
名
と
す
べ
き
は
常
の
名
に
あ
ら
ず
、
名
無
し
、
天
地
の
始
め
に
は
、
名
有
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
よ
う

　
　
万
物
の
母
に
は
。
故
に
常
に
無
欲
に
し
て
も
っ
て
そ
の
妙
を
観
、
常
に
有
欲
に
し
て
も
っ
て
そ
の
徴
を
観
る
。
こ
の
両
者
は
、
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

　
　
じ
く
出
で
て
名
を
異
に
し
、
同
じ
く
こ
れ
を
玄
と
い
う
。
玄
の
ま
た
玄
、
衆
妙
の
門
。
」

　
こ
の
引
用
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
永
遠
の
〈
道
〉
は
言
表
も
さ
れ
え
ず
名
付
け
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
。
つ
ま
り
概
念
的
に
は
認

識
さ
れ
え
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
超
越
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
時
に
内
在
的
で
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
道
」
と
い
う
漢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
引

字
は
道
を
意
味
す
る
と
同
時
に
「
言
う
」
と
か
「
話
す
」
と
い
う
意
味
を
も
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
み
。
そ
れ
故
に
、
〈
遭
〉
は
わ
れ

わ
れ
に
な
ん
ら
か
の
仕
方
で
語
り
か
け
る
も
の
で
も
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
〈
道
〉
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、
時
に
「
ロ
ゴ
ス
」
と

　
　
　
　
副

翻
訳
さ
れ
た
。
で
は
、
内
在
的
く
道
V
と
は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
う
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
大
き
な
問
題
で
あ
る
が
、
後

に
改
め
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
老
子
は
こ
の
〈
道
〉
の
超
越
か
つ
内
在
を
、
か
な
り
無
骨
で
野
生
的
か
つ
逆
説
的
な
表
現
を
用
い
て
繰
り
返
し
説
い
て
い
る
。

　
　
　
「
之
を
視
れ
ど
も
見
え
ず
、
名
づ
け
て
夷
と
い
う
。
之
を
聴
け
ど
も
聞
こ
え
ず
、
名
づ
け
て
希
と
い
う
。
之
を
縛
て
ど
も
得
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ら

　
　
名
づ
け
て
微
と
い
う
。
こ
の
三
者
は
致
詰
す
べ
か
ら
ず
。
故
に
混
じ
て
一
と
な
す
。
そ
の
上
ぱ
あ
き
ら
か
な
ら
ず
、
そ
の
下
は
味

　
　
か
ら
ず
、
縄
縄
と
し
て
名
づ
く
べ
か
ら
ず
、
無
物
に
復
帰
す
。
こ
れ
を
無
状
の
状
、
無
物
の
象
と
い
う
。
こ
れ
を
悦
惚
と
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
う
べ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
叩
え
　
　
　
　
　
　
い
に
し
え
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
さ

　
　
こ
れ
を
迎
え
て
そ
の
首
を
見
ず
、
こ
れ
に
随
い
て
そ
の
後
を
見
ず
。
古
の
道
を
執
り
て
以
て
今
の
有
を
御
む
。
よ
く
古
始
を
知
る
、
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σ

　
　
こ
れ
を
道
紀
と
い
う
。
」
（
『
老
子
』
一
四
章
）

　
こ
れ
ま
で
の
二
つ
の
老
子
の
引
用
は
、
わ
れ
わ
れ
に
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
次
の
よ
う
な
一
節
を
想
起
さ
せ
る
。
「
先
ず
第
一
に
知
る
べ
き

こ
と
は
、
神
〔
つ
ま
り
永
遠
な
知
恵
・
サ
ピ
エ
ン
テ
ィ
ア
〕
は
理
性
に
よ
っ
て
も
表
象
力
に
よ
っ
て
も
感
覚
に
よ
っ
て
も
把
握
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8
〕

こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」

　
さ
ら
に
多
く
の
老
子
と
の
共
通
点
を
ク
ザ
ー
ヌ
ス
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
曇
o
9
忌
ω
萱
昌
蔓
．
．
一
『
俗
人
考
－
智
恵

に
つ
い
て
』
）
第
一
巻
で
は
、
「
知
恵
は
街
に
呼
ば
わ
る
、
そ
し
て
そ
れ
は
、
知
恵
そ
の
も
の
は
い
と
高
き
と
こ
ろ
に
い
ま
す
と
い
う
叫

　
　
則

び
な
伽
。
」
さ
ら
に
同
じ
書
物
の
他
の
箇
所
で
は
、
「
知
恵
は
あ
ら
ゆ
る
ス
キ
エ
ン
テ
ィ
ア
（
邑
9
蔓
知
識
）
よ
り
も
高
い
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
Φ

り
、
だ
か
ら
知
ら
れ
え
な
い
。
」
ま
た
同
じ
書
物
の
別
の
箇
所
で
は
、
「
最
高
の
知
恵
と
は
、
到
達
さ
れ
え
な
い
も
の
が
、
こ
れ
ま
で
述

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
呵

べ
ら
れ
た
類
似
に
お
い
て
到
達
さ
れ
え
な
い
仕
方
で
到
達
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
」
以
上
の
よ
う
な
共
通
性
か
ら
、

わ
れ
わ
れ
は
老
子
の
〈
道
〉
を
も
サ
ピ
エ
ン
テ
ィ
ア
（
ω
岩
一
昌
蔓
知
恵
）
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
、
以
下
、
こ
の
前
提

で
比
較
考
察
を
進
め
た
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
サ
ピ
エ
ン
テ
ィ
ア
と
い
う
概
念
は
ク
ザ
ー
ヌ
ス
に
お
い
て
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
に
従
っ
て
用
い

ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
故
に
、
一
方
に
お
い
て
、
言
わ
ば
神
お
よ
び
神
の
言
葉
（
御
言
）
と
同
一
で
あ
る
〈
永
遠
な
知
恵
〉
を
意
味
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
口
葛

と
共
に
、
他
方
に
お
い
て
「
こ
の
永
遠
な
知
恵
と
し
て
の
神
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
万
物
に
対
す
る
反
映
と
し
て
の
知
恵
」
を
も
意
味

す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
前
者
は
神
的
で
趨
越
的
な
知
恵
で
あ
り
、
後
者
は
「
こ
の
世
界
」
的
で
内
在
的
で
あ
る
。
従
っ
て
ク
ザ
ー
ヌ

ス
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
「
誰
で
も
こ
の
知
恵
の
力
が
展
開
す
る
な
か
で
、
そ
の
力
そ
の
も
の
は
言
表
で
き
ず
か
つ
無
限
な
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈹

の
で
あ
る
こ
と
を
経
験
す
る
の
で
あ
る
。
」

　
し
か
し
な
が
ら
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
知
恵
概
念
が
二
義
性
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
伝
統
に
従
っ
て
い
る
と
い
う
だ
け
の
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こ
と
で
は
な
く
て
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
自
身
の
思
弁
上
で
の
経
験
の
結
果
で
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
現
に
彼
が
。
．
淳
與
官
o
ω
ま
8
ユ
塞
．
．

（
『
神
の
観
想
の
頂
点
に
つ
い
て
』
）
に
お
い
て
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
精
神
は
自
己
の
能
力
（
君
霧
①
）
の
二
疋
の
縫
験
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

お
い
て
、
自
己
が
永
遠
な
る
知
恵
と
同
一
な
能
力
そ
の
も
の
（
君
窒
①
冒
竃
昌
）
の
顕
現
で
あ
る
と
知
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
こ
と
は
、
彼
が
そ
の
著
作
．
．
忌
く
邑
o
毒
U
9
．
．
（
『
神
の
観
に
つ
い
て
』
）
に
お
い
て
、
＜
邑
o
U
9
と
い
う
概
念
の
二
重
性
で
、
つ

ま
り
「
神
が
（
万
物
を
）
観
る
こ
と
」
と
「
神
を
（
わ
れ
わ
れ
が
）
観
る
こ
と
」
の
二
重
性
に
よ
っ
て
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と

と
相
応
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
老
子
に
は
、
こ
の
よ
う
な
知
恵
概
念
の
二
重
構
造
は
存
在
し
な
い
。
〈
道
〉
の
内
在
性
は
何
ら
か
不
可
知
な
も
の
と
し
て
あ
る
。

ど
の
よ
う
に
し
て
人
間
は
〈
道
〉
を
自
己
の
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
に
つ
い
て
老
子
が
語
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
し

か
し
、
人
間
が
そ
れ
に
成
功
し
た
状
態
に
つ
い
て
は
彼
も
語
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
を
「
玄
徳
」
と
名
付
け
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
玄

徳
」
は
〈
道
〉
の
顕
現
に
よ
く
似
て
、
や
は
り
不
可
知
な
も
の
、
暗
い
（
玄
い
）
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
五
一
章
で
言
わ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
ま
た
わ
れ
わ
れ
が
後
に
見
る
よ
う
に
、
人
聞
は
「
玄
同
」
（
〈
道
〉
と
の
深
い
、
暗
い
一
致
）
に
よ
っ
て
の
み
「
玄
徳
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蝸

に
到
達
し
う
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
他
方
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
に
お
け
る
知
恵
も
ま
た
、
人
が
そ
れ
に
つ
い
て
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
到
達
し
う
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
内

的
に
経
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
永
遠
な
知
恵
を
探
究
し
て
い
る
人
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
読
む
こ
と
の
で
き
る
も
の
を

知
る
こ
と
で
は
充
分
で
は
な
い
、
知
性
の
助
け
で
そ
れ
が
存
在
す
る
と
こ
ろ
を
知
っ
た
上
で
、
そ
れ
を
自
己
の
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な

　
　
㈹

ら
な
い
。
」

　
「
ど
の
よ
う
に
し
て
自
己
の
も
の
と
す
る
の
か
」
と
い
う
方
法
論
に
つ
い
て
は
後
に
立
ち
入
っ
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
て
、
今
は
先

ず
老
子
に
お
け
る
サ
ピ
エ
ン
テ
ィ
ア
と
ス
キ
エ
ン
テ
ィ
ア
の
関
係
を
、
即
ち
く
道
V
と
〈
学
〉
の
関
係
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
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『
遺
徳
経
』
四
八
章
で
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る

　
　
　
「
学
を
為
せ
ば
日
に
益
し
、
道
を
為
せ
ば
日
に
損
す
。
こ
れ
を
損
し
ま
た
損
し
て
、
も
っ
て
無
為
に
至
る
。
無
為
に
し
て
為
さ

　
　
　
　
　
○
功

　
　
ざ
る
無
し
。
」

　
こ
の
「
学
を
な
せ
ば
日
に
益
し
」
と
い
う
一
節
が
、
当
時
の
中
国
に
あ
っ
て
支
配
的
で
あ
り
、
そ
の
知
識
と
博
学
を
誇
っ
て
い
た
儒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
崎

教
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
こ
と
は
、
多
く
の
専
門
家
の
解
釈
が
一
致
し
て
い
る
。
現
に
儒
教
は
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
し

　
　
　
「
子
日
く
、
由
よ
、
汝
に
知
る
こ
と
を
譲
え
ん
か
。
知
れ
る
こ
と
を
知
る
と
な
し
、
知
ら
ざ
る
こ
と
を
知
ら
ず
と
せ
よ
、
こ
れ

　
　
知
る
な
り
。
」
（
論
語
、
第
二
　
為
政
篇
　
一
七
）

　
つ
ま
り
、
論
語
の
学
に
つ
い
て
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
無
知
と
知
は
論
理
的
に
区
別
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

老
子
に
と
っ
て
は
そ
の
よ
う
な
区
別
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
両
者
の
関
係
は
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
と
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
・
ヴ
ェ
ン
ク
と
の
関
係
を
わ
れ
わ
れ
に
想
起
さ
せ
る
。
即
ち
、
ヴ
ェ
ン
ク
は
そ

の
著
書
．
．
厨
昌
冨
享
ω
冨
g
轟
．
．
（
『
無
知
な
学
識
』
）
に
お
い
て
、
ス
コ
ラ
学
の
伝
統
的
立
場
に
基
づ
き
つ
つ
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
〈
知
あ
る

無
知
v
の
思
想
を
激
し
く
批
判
し
た
。
そ
の
際
に
彼
は
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
が
こ
の
思
想
に
よ
っ
て
学
間
を
破
壊
し
て
い
る
と
繰
り
返
し
強

　
　
　
　
　
　
　
　
㈹

調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ク
ザ
ー
ヌ
ス
は
彼
の
著
書
．
．
＞
署
一
〇
〇
・
ぎ
ま
9
弟
釘
自
o
§
目
麦
①
、
、
（
『
知
あ
る
無
知
に
つ
い
て
の

弁
明
』
）
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
反
論
し
て
い
る
。
「
或
る
人
が
神
学
研
究
に
没
頭
し
て
い
て
、
一
定
の
伝
統
と
そ
の
形
式
に
関
わ
り
を

も
っ
て
、
よ
う
や
く
自
分
が
模
範
と
し
て
い
る
他
の
人
の
よ
う
に
語
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
う
い
う
人
の
ほ
と
ん
ど
全

て
が
、
自
分
の
こ
と
を
神
学
者
と
み
な
す
。
し
か
し
彼
ら
は
、
一
切
の
暗
さ
が
そ
の
中
に
は
存
在
し
な
い
あ
の
到
達
不
可
能
な
光
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
偉
⑪

い
て
、
自
分
が
無
知
で
あ
る
こ
と
は
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
」

　
既
に
見
た
よ
う
に
、
老
子
に
よ
れ
ば
「
道
を
為
す
」
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
〈
道
〉
を
自
己
の
も
の
と
で
き
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る
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
学
に
よ
っ
て
そ
れ
を
な
す
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
り
、
従
っ

て
儒
教
に
よ
っ
て
推
奨
さ
れ
て
い
る
四
つ
の
徳
、
つ
ま
り
仁
、
義
、
礼
、
楽
は
、
〈
遣
〉
を
自
己
の
も
の
と
す
る
に
は
何
の
役
に
も
た

た
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
儒
教
に
お
い
て
い
わ
ば
サ
ピ
エ
ン
テ
ィ
ア
と
同
一
視
さ
れ
て
い
る
徳
が
、
老
子
に
と
っ
て
は
真
の
徳

で
は
な
く
、
一
つ
の
ス
キ
エ
ン
テ
ィ
ア
（
知
識
）
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
老
子
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
前
識
は
、
道
の
華

　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
血

に
し
て
愚
の
始
め
な
り
。
」

　
こ
の
よ
う
な
老
予
に
お
け
る
、
知
識
の
集
積
と
し
て
の
学
へ
の
批
判
的
態
度
は
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
曇
o
9
（
愚
者
）
が
O
§
8
『
（
雄

弁
家
）
に
対
し
て
示
す
そ
れ
と
共
通
し
て
い
る
。
と
く
に
鮮
明
な
も
の
は
．
．
曇
o
g
宕
竃
且
g
ま
．
．
の
次
の
箇
所
で
あ
る
。
「
雄
弁
家
『
書

物
を
研
究
し
な
く
と
も
、
時
に
は
多
く
の
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
難
し
く
て
意
味
の
あ
る
も
の
は
ぜ
っ
た
い

に
不
可
能
で
あ
る
。
何
故
な
ら
学
問
と
い
う
も
の
は
蓄
積
に
よ
っ
て
成
長
す
る
も
の
で
あ
る
の
だ
か
ら
。
』
イ
デ
ィ
オ
ー
タ
『
そ
れ
こ

そ
が
私
が
言
っ
た
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
あ
な
た
は
権
威
に
引
き
づ
ら
れ
歎
か
れ
て
い
る
の
で
す
。
あ
な
た
の
信
じ
て
い
る
言
葉
も
誰
か

が
書
い
た
も
の
な
の
で
す
。
し
か
し
私
は
あ
な
た
に
言
い
た
い
の
で
す
。
知
恵
は
街
に
呼
ば
わ
る
、
そ
し
て
そ
れ
は
、
知
恵
そ
の
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈱

は
い
と
高
き
と
こ
ろ
に
い
ま
す
と
い
う
叫
び
な
り
、
と
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈱

　
こ
の
批
判
が
い
っ
そ
う
明
確
に
現
れ
て
い
る
の
は
、
「
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
遺
書
」
と
も
み
な
さ
れ
る
こ
と
の
あ
る
門
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
ア

ル
ベ
ル
ガ
テ
ィ
ヘ
の
手
紙
』
で
あ
る
。
「
彼
は
学
問
に
お
け
る
進
歩
に
よ
っ
て
、
不
死
性
を
与
え
て
く
れ
る
神
の
栄
光
を
観
る
こ
と
に

到
達
す
る
こ
と
を
希
望
し
て
い
な
が
ら
、
以
前
に
自
分
が
い
た
と
こ
ろ
、
即
ち
、
死
と
灰
へ
と
戻
っ
て
来
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
…

…
な
ぜ
な
ら
、
す
べ
て
の
ア
ダ
ム
の
子
ら
は
自
分
を
知
恵
あ
る
も
の
と
思
い
な
し
、
膨
れ
あ
が
る
学
問
を
も
っ
て
い
る
と
著
り
昂
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈱

そ
し
て
そ
の
学
間
の
な
か
で
、
自
分
を
学
が
あ
り
知
識
が
あ
る
も
の
と
し
て
自
慢
す
る
の
で
あ
る
か
ら
。
」

　
つ
ま
り
、
「
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
が
他
の
人
に
優
れ
て
い
る
と
あ
な
た
が
思
っ
て
い
る
こ
の
世
界
の
学
問
は
、
神
の
も
と
で
は
愚
か
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さ
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
故
に
こ
そ
そ
れ
は
う
ぬ
ぼ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
真
な
る
学
問
〔
つ
ま
り
知
恵
〕
は
、
人
を
謙
遜
に
す

　
　
　
　
　
　
　
㈱

る
も
の
な
の
で
あ
る
。
」

　
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
に
学
問
は
こ
の
世
界
に
お
い
て
力
を
有
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
ク
ザ
ー
ヌ
ス
は
、
学

問
が
人
間
特
有
の
能
力
で
あ
る
言
語
に
そ
の
根
拠
を
置
い
て
お
り
、
ま
た
人
問
に
典
型
的
な
思
考
能
力
と
し
て
の
理
性
（
轟
ぎ
）
を
根

拠
と
し
て
成
立
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
語
の
意
味
の
中
に
自
ら
の
固
い
根
拠
を
置
い
て
い
る
も
の
と

し
て
の
学
問
は
、
人
聞
の
本
性
に
適
っ
た
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
し
て
、
人
間
に
と
っ
て
も
っ
と
も
お
気
に
入
り
の
も
の
と
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
神
の
知
恵
を
狩
り
す
る
者
は
、
人
閻
に
よ
る
根
本
的
命
名
に
従
っ
て
成
立
し
て
い
る
人
間
の
言
葉
を
、
神
に
つ

い
て
は
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
す
べ
て
の
生
命
あ
る
も
の
に
拡
が
っ
て
い
る
生
命
が
、
す
べ
て
の
命
の
原
因
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈱

神
に
到
達
す
る
こ
と
は
な
い
よ
う
に
、
そ
れ
と
同
様
な
こ
と
が
、
す
べ
て
の
言
葉
に
も
あ
て
は
ま
る
の
で
あ
る
。
」

　
こ
の
、
人
間
の
言
葉
に
ま
つ
わ
る
洞
察
は
老
子
の
主
張
と
も
一
致
し
て
い
る
。
既
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
「
名
の
名
と
す
べ
き
は
常

の
名
に
あ
ら
ず
。
名
無
し
、
天
地
の
始
め
に
は
、
名
有
り
、
万
物
の
母
に
は
」
（
『
老
子
』
一
章
）
と
い
う
の
で
あ
る
。
〈
道
〉
に
は
本

来
名
前
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
世
界
の
も
の
に
名
前
を
つ
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
〈
道
〉
に
も
必

然
的
に
名
前
が
与
え
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
う
す
る
こ
と
で
、
不
可
避
的
に
〈
遣
〉
が
学
の
次
元
に
引
き
下
ろ
さ
れ

て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
老
子
は
「
名
」
に
つ
い
て
四
四
章
で
言
う
。

　
　
　
「
名
と
身
と
い
ず
れ
か
親
し
き
、
身
と
貨
と
い
ず
れ
か
ま
さ
れ
る
、
得
と
亡
と
い
ず
れ
か
う
れ
い
あ
る
。
こ
の
故
に
甚
だ
愛
す

　
　
れ
ば
必
ず
大
い
に
費
え
、
多
く
蔵
す
れ
ば
必
ず
厚
く
う
し
な
う
。
足
る
を
知
れ
ば
辱
め
ら
れ
ず
、
止
ま
る
を
知
れ
ば
あ
や
う
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈱

　
　
ず
。
以
て
長
久
な
る
べ
し
。
」

　
さ
ら
に
「
名
」
は
中
国
語
に
お
い
て
「
名
声
」
を
も
意
味
す
る
。
名
付
け
る
こ
と
お
よ
び
知
識
の
集
積
に
価
値
を
置
く
儒
教
は
、
同
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時
に
高
い
名
声
を
得
る
こ
と
に
も
価
値
を
置
い
て
い
る
。
こ
の
儒
教
の
有
り
方
に
対
し
て
、
老
子
は
今
引
用
し
た
章
で
批
判
を
加
え
て

い
る
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
儒
教
も
当
時
の
中
国
社
会
の
有
り
方
を
批
判
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
批
判
は
老
子
の
そ
れ
の
よ
う
に
深
い
も
の
で

は
な
く
、
い
わ
ば
ス
キ
エ
ン
テ
ィ
ア
の
地
平
に
お
い
て
の
も
の
に
止
ま
っ
て
い
た
。
そ
れ
故
に
、
サ
ピ
エ
ン
テ
ィ
ア
の
地
平
に
立
つ
老

子
は
、
単
に
当
時
の
社
会
を
批
判
す
る
だ
け
で
な
く
、
儒
教
を
も
批
判
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
老
子
と
儒
教
と
の
関
係
は
、
再
び
、
サ
ピ
エ
ン
テ
ィ
ア
を
め
ぐ
る
ク
ザ
ー
ヌ
ス
と
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
・
ヴ
ェ
ン
ク
と
の
関
係
と
比
較

し
う
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
ヴ
ェ
ン
ク
は
、
人
問
が
何
性
の
真
理
を
把
握
し
う
る
と
主
張
す
る
の
に
対
し
て
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
は
そ
れ
が

不
可
能
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
つ
ま
り
、
前
者
が
ス
キ
エ
ン
テ
ィ
ア
の
地
平
に
お
い
て
サ
ピ
エ
ン
テ
ィ
ア
を
考
え
て
い
る
の
に
対
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈱

後
者
は
サ
ピ
エ
ン
テ
ィ
ア
の
地
平
に
お
い
て
サ
ピ
エ
ン
テ
ィ
ア
を
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
老
子
の
立
つ
地
平
は
も
は
や
こ
の
世
界
の
も
の
で
は
な
い
と
言
え
よ
う
。
老
子
は
言
っ
て
い
る
。

　
　
　
「
大
成
は
か
け
た
る
が
ご
と
く
、
そ
の
用
、
や
ぶ
れ
ず
。
大
盈
は
む
な
し
き
が
ご
と
く
、
そ
の
用
、
窮
ま
ら
ず
。
大
直
は
屈
す

　
　
る
が
ご
と
く
、
大
功
は
拙
な
る
が
ご
と
く
、
大
弁
は
調
な
る
が
ご
と
し
。
躁
は
寒
に
勝
ち
、
静
は
熱
に
勝
つ
。
清
静
に
し
て
天
下

　
　
　
　
　
　
㈱

　
　
の
正
と
な
る
。
」
（
四
五
章
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

ま
た
言
う
。
「
正
言
は
反
す
る
が
ご
と
し
。
」
（
七
八
章
）

さ
ら
に
次
の
よ
う
に
童
言
う
。

　
　
　
「
天
下
皆
な
い
う
、
我
が
道
は
大
に
し
て
不
肖
に
似
た
り
、
と
。
夫
れ
唯
だ
大
、
故
に
不
肖
に
似
た
り
。
も
し
肖
な
ら
ば
、
久

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
亀

　
　
し
い
か
な
、
そ
の
細
た
る
こ
と
や
。
」
（
六
七
章
）

　
こ
の
よ
う
な
表
現
を
も
っ
て
老
子
は
、
〈
道
V
の
趨
越
性
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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こ
れ
と
同
様
な
こ
と
を
ク
ザ
ー
ヌ
ス
も
言
っ
て
い
る
。
「
弁
論
家
『
君
は
、
驚
く
べ
き
で
か
つ
奇
妙
な
こ
と
圭
言
う
も
の
だ
。
』

俗
人
『
こ
れ
こ
そ
が
、
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
誰
に
で
も
言
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
理
由
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
が
啓
示
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

と
、
人
々
に
は
奇
妙
な
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
す
。
」

　
ま
さ
に
こ
の
世
界
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
方
法
で
こ
の
世
界
的
な
も
の
を
超
越
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
老
子
お
よ
び
ク
ザ
ー
ヌ
ス
に
共

通
す
る
目
的
な
の
で
あ
る
。

三
、
イ
デ
ィ
オ
ー
タ
の
モ
テ
ィ
ー
フ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈱

　
ク
ザ
ー
ヌ
ス
に
お
い
て
、
〈
知
あ
る
無
知
〉
の
言
わ
ば
具
体
像
と
し
て
存
在
す
る
イ
デ
ィ
オ
ー
タ
曇
o
S
の
モ
テ
ィ
i
フ
が
、
『
老
子
』

に
お
い
て
も
例
え
ば
二
十
章
に
、
次
の
よ
う
な
パ
ラ
ド
ク
ス
に
満
ち
た
表
現
で
存
在
す
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
「
学
を
絶
て
ば
憂
い
無
し
。
唯
と
阿
と
、
相
い
去
る
こ
と
い
く
ば
く
ぞ
。
善
と
悪
と
、
相
い
去
る
こ
と
い
か
ん
。
人
の
畏
る
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
音
　
き

　
　
所
は
、
畏
れ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
荒
と
し
て
そ
れ
未
だ
つ
き
ざ
る
か
な
。
衆
人
は
照
照
と
し
て
、
大
牢
を
う
く
る
が
如
く
、
春
、
台

　
　
に
登
る
が
如
し
。
我
れ
独
り
泊
と
し
て
そ
れ
未
だ
兆
さ
ず
、
嬰
児
の
未
だ
わ
ら
わ
ざ
る
が
如
し
。
る
い
る
い
と
し
て
帰
す
る
所
無

　
　
き
が
ご
と
し
。
衆
人
は
皆
余
り
有
り
て
我
れ
独
り
と
ぼ
し
き
が
ご
と
し
。
我
れ
は
愚
人
の
心
な
る
か
な
、
沌
沌
た
り
。
俗
人
は
昭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
丸
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
o
ゆ
う

　
　
昭
た
る
も
、
我
れ
独
り
昏
昏
た
り
。
俗
人
は
察
察
た
る
も
、
我
れ
独
り
悶
悶
た
り
。
濾
と
し
て
そ
れ
海
の
ご
と
く
、
躍
と
」
て
止

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ

　
　
ま
る
無
き
が
ご
と
し
。
衆
人
は
皆
な
も
ち
う
る
有
り
て
、
我
れ
独
り
頑
に
し
て
都
に
似
る
。
我
れ
独
り
人
に
異
な
り
て
食
母
を
貴

　
　
㈱

　
　
ぶ
。
」

最
後
の
「
食
母
を
貴
ぶ
」
の
「
食
母
」
と
は
〈
道
〉
の
こ
と
で
あ
る
。
学
と
関
わ
り
の
な
い
こ
の
「
我
」
、
そ
し
て
、
己
が
「
愚
人
の
心
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ

を
も
っ
て
い
る
こ
と
及
び
「
頑
に
し
て
部
に
似
る
」
こ
と
を
知
っ
て
い
る
こ
の
「
我
」
が
、
独
り
〈
遵
〉
を
味
わ
っ
て
い
る
竃
霊
篶
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と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
章
の
思
想
が
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
イ
デ
ィ
オ
ー
タ
な
る
人
物
像
と
多
く
の
共
通
性
を
有
し

て
い
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
先
ず
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
に
お
け
る
イ
デ
ィ
オ
ー
タ
の
モ
テ
ィ
ー
フ
の
特
徴
を
お
さ
え
て
お
き
た
い
。

　
一
、
も
し
敬
度
な
イ
デ
ィ
オ
ー
タ
が
そ
れ
に
対
し
て
準
備
出
来
て
い
る
な
ら
ば
、
誰
よ
り
も
先
ず
彼
自
身
が
サ
ピ
エ
ン
テ
ィ
ア
を
こ

の
世
界
で
直
接
に
獲
得
で
き
る
、
あ
る
い
は
サ
ピ
エ
ン
テ
ィ
ア
が
彼
に
直
接
に
到
来
す
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ク
ザ
ー
ヌ
ス
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鯛

て
サ
ピ
エ
ン
テ
ィ
ア
は
神
か
ら
の
贈
り
物
で
あ
る
の
だ
か
ら
。

　
二
、
知
識
に
満
た
さ
れ
た
弁
論
家
と
は
異
な
り
、
イ
デ
ィ
オ
ー
タ
つ
ま
り
非
専
門
家
は
、
こ
の
日
々
の
生
活
で
既
に
幸
福
な
る
も
の

と
し
て
賞
賛
さ
れ
て
い
る
。

　
三
、
第
二
の
点
と
係
わ
っ
て
、
イ
デ
ィ
オ
ー
タ
が
書
物
の
知
識
に
冷
淡
・
無
縁
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈱

　
四
、
o
o
o
g
釘
昌
『
彗
葦
（
知
あ
る
無
知
）
が
竃
睾
二
〇
〇
昌
『
竃
ま
（
聖
な
る
無
知
）
に
転
化
す
る
の
と
類
比
的
に
、
こ
の
イ
デ
ィ
オ
ー

タ
は
「
聖
な
る
イ
デ
ィ
オ
ー
タ
」
と
称
さ
れ
う
る
だ
ろ
う
。
何
故
な
ら
、
対
話
の
最
初
に
は
弁
論
家
が
イ
デ
ィ
オ
ー
タ
を
軽
蔑
し
て
い

た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
連
の
対
話
の
最
後
に
な
っ
て
彼
は
、
イ
デ
ィ
オ
ー
タ
を
「
最
善
の
イ
デ
ィ
オ
ー
タ
よ
」
と
呼
び
掛
け
る
の

　
　
㈱

で
あ
る
。

　
五
、
サ
ピ
エ
ン
テ
ィ
ア
を
獲
得
す
る
の
に
決
定
的
な
も
の
は
、
信
仰
で
あ
っ
て
、
弁
論
家
が
執
心
し
て
い
る
学
問
で
は
な
い
。
知
恵

を
希
求
す
る
精
神
の
隻
名
8
ま
o
（
整
い
の
よ
さ
）
は
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
に
よ
れ
ば
、
何
よ
り
も
先
ず
、
人
を
敬
慶
に
す
る
無
知
の
知
恵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈱

に
こ
そ
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
ク
ザ
ー
ヌ
ス
は
言
う
。
「
知
恵
は
弁
論
術
と
か
分
厚
い
書
物
の
中
に
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
感
覚
的
な
も

の
か
ら
自
己
を
引
き
離
し
、
最
も
単
純
で
無
限
な
形
相
へ
と
自
己
を
向
け
る
こ
と
の
中
に
こ
そ
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
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形
相
を
あ
ら
ゆ
る
過
ち
が
清
め
ら
れ
て
い
る
神
殿
の
中
に
受
け
取
る
こ
と
の
中
に
、
そ
し
て
燃
え
上
が
る
愛
に
よ
っ
て
そ
れ
へ
と
固
着

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

す
る
こ
と
の
中
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
」

　
つ
ま
り
ク
ザ
ー
ヌ
ス
に
於
い
て
は
、
知
恵
と
は
、
感
覚
的
世
界
か
ら
自
ら
を
引
き
離
し
、
ま
た
無
限
な
る
神
の
形
相
へ
と
向
き
直
る

こ
と
の
う
ち
に
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
は
、
清
め
ら
れ
て
お
り
愛
で
燃
え
上
が
る
精
神
の
う
ち
に
の
み
受
け
入
れ
ら
れ
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

の
で
あ
る
と
、
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
み
。
こ
れ
こ
そ
が
、
何
故
に
よ
り
に
も
よ
っ
て
敬
慶
な
無
学
者
（
イ
デ
ィ
オ
ー
タ
）
こ
そ
が

知
恵
を
試
食
で
き
、
ま
た
「
最
善
の
イ
デ
ィ
オ
ー
タ
」
と
呼
び
掛
け
ら
れ
る
の
か
と
い
う
疑
問
へ
の
答
え
で
あ
る
。

　
わ
れ
わ
れ
は
、
上
述
の
イ
デ
ィ
オ
ー
タ
に
お
け
る
特
徴
の
第
一
、
第
二
、
第
三
の
各
点
に
つ
い
て
は
、
老
子
の
「
愚
人
」
と
の
共
通

性
を
容
易
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
第
四
点
に
つ
い
て
も
、
老
子
に
お
い
て
「
愚
人
」
が
「
聖
人
」
と
称
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
側

て
い
た
こ
と
、
お
よ
び
後
に
見
る
よ
う
に
〈
道
〉
を
自
己
の
も
の
と
し
た
「
愚
人
」
が
「
天
下
の
貴
と
な
る
」
（
五
六
章
）
と
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
考
察
す
れ
ば
、
共
通
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
し
か
し
信
仰
に
つ
い
て
は
、
老
子
は
何
も
記
し
て
い
な
い
。
た
し
か
に
彼
は
し
ば
し
ば
〈
道
〉
を
女
性
的
な
る
も
の
と
し
て
表
現
し

て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
〈
遣
〉
は
人
格
的
な
神
で
は
な
い
。
「
天
地
は
不
仁
、
万
物
を
も
っ
て
す
う
狗
と
な
す
。
聖
人
は
不
仁
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
螂

百
姓
を
も
っ
て
甥
狗
と
為
す
」
（
五
章
）
の
で
あ
る
。

四
、
外
界
か
ら
内
へ
－
知
恵
へ
の
憧
憶

　
既
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
老
子
と
ク
ザ
ー
ヌ
ス
両
者
に
お
け
る
イ
デ
ィ
オ
ー
タ
は
多
く
の
共
通
性
を
有
し
て
い
る
が
、
し
か
し
同
時

に
一
つ
の
大
き
な
相
違
を
も
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
老
子
の
「
愚
人
」
の
孤
独
性
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
老
子
は
、
既
に

引
用
し
た
二
十
章
に
加
え
て
七
十
章
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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「
我
が
言
は
、
甚
だ
知
り
易
く
、
甚
だ
行
い
易
き
に
、
天
下
、
よ
く
知
る
な
く
、
よ
く
行
う
な
し
。
言
に
宗
有
り
、
事
に
君
有

　
　
り
。
そ
れ
た
だ
知
る
こ
と
無
し
、
こ
こ
を
も
っ
て
我
れ
を
知
ら
ず
。
我
れ
を
知
る
者
希
に
し
て
、
我
れ
に
則
る
者
と
ぼ
し
。
こ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
燭

　
　
を
以
て
聖
人
は
、
褐
を
被
て
玉
を
懐
く
。
」

　
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
老
子
の
愚
人
が
孤
独
で
あ
る
こ
と
は
、
後
に
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
決
し
て
偶
然
的
な
こ
と
で
は
な
く
、
必

然
的
な
こ
と
で
あ
る
。
〈
道
〉
を
自
己
の
も
の
と
し
て
い
る
愚
人
は
、
い
わ
ば
絶
対
者
の
面
前
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

に
お
い
て
彼
の
孤
独
性
は
、
旧
約
聖
書
に
お
け
る
イ
ザ
ヤ
が
深
い
孤
独
を
感
じ
た
の
と
同
様
に
、
一
種
璽
言
者
的
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
イ
デ
ィ
オ
ー
タ
は
既
に
孤
独
性
を
克
服
し
て
い
る
。
イ
デ
ィ
オ
ー
タ
は
確
か
に
「
永
遠
の
神
殿
」
の
近

く
の
或
る
家
の
地
下
室
の
一
室
に
ひ
き
こ
も
っ
て
住
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
彼
は
職
人
と
し
て
、
さ
じ
職
人
と
し
て
社
会
の
中
で

快
ん
で
働
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
同
時
に
弁
論
家
や
哲
学
者
と
共
に
サ
ピ
エ
ン
テ
ィ
ア
に
つ
い
て
議
論
す
る
べ
く
交
友
関
係
を
結
ん
で

　
㈲い

る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
弁
論
家
や
哲
学
者
が
自
分
と
共
に
知
恵
と
知
恵
の
探
究
に
対
し
て
充
分
に
敬
慶
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
明

　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈱

ら
カ
に
な
っ
た
時
に
、
彼
は
彼
ら
と
共
に
一
っ
の
共
同
体
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
ー
っ
ま
り
、
互
い
に
「
兄
弟
」
と
呼
び
あ
い
、
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
帥

た
、
彼
ら
は
三
つ
の
腰
掛
け
に
三
角
形
に
な
る
よ
う
に
座
る
の
で
あ
み
。
わ
れ
わ
れ
に
は
、
こ
の
、
い
さ
さ
か
唐
突
に
描
写
さ
れ
て
い

る
「
三
角
形
」
は
キ
リ
ス
ト
教
的
共
同
体
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
で
は
、
老
子
と
の
こ
の
相
違
は
ど
こ
に
由
来
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
に
先
立
っ
て

い
ま
一
度
知
恵
の
問
題
に
帰
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
人
は
い
か
に
し
て
サ
ピ
エ
ン
テ
ィ
ア
を
自
己
の
も
の
と
な
し
う
る
の
だ
ろ

う
か
。

　
そ
れ
は
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
に
お
い
て
も
老
子
に
お
い
て
も
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
学
と
し
て
の
学
に
よ
っ
て
で
は
な
い
。
こ
れ
に
関
し

て
ク
ザ
ー
ヌ
ス
は
言
っ
て
い
る
。
「
精
神
の
運
動
に
お
い
て
知
恵
を
探
究
す
る
も
の
は
、
内
的
に
触
発
さ
れ
て
自
己
を
忘
れ
さ
り
つ
つ
、
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㈱

身
体
に
お
い
て
言
わ
ば
身
体
の
外
で
あ
る
か
の
よ
う
に
し
て
、
予
め
味
わ
わ
れ
た
甘
美
さ
へ
と
引
き
寄
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
」
つ
ま
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
包

「
あ
ら
ゆ
る
反
対
対
立
を
超
え
て
最
高
の
認
識
に
自
己
を
引
き
上
げ
る
者
の
み
が
、
こ
の
真
な
る
も
の
を
観
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
」
。

　
老
子
も
ま
た
同
様
な
こ
と
を
説
い
て
い
る
。

　
　
　
「
知
る
者
は
言
わ
ず
、
言
う
者
は
知
ら
ず
。
そ
の
あ
な
を
塞
ぎ
、
そ
の
門
を
閉
ざ
し
、
そ
の
鏡
を
挫
き
、
そ
の
紛
を
解
き
、
そ

　
　
の
光
を
和
ら
げ
、
そ
の
塵
れ
を
同
じ
く
す
。
こ
れ
を
玄
同
と
い
う
。
故
に
得
て
親
し
む
べ
か
ら
ず
、
得
て
疎
ん
ず
べ
か
ら
ず
、
得

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈱

　
　
て
利
す
る
べ
か
ら
ず
、
得
て
害
す
る
べ
か
ら
ず
、
得
て
貴
ぶ
べ
か
ら
ず
、
得
て
賎
し
む
べ
か
ら
ず
。
故
に
天
下
の
貴
と
な
る
。
」

さ
ら
に
四
七
章
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
う
　
　
う
か
が

　
　
　
「
戸
を
出
で
ず
し
て
、
天
下
を
知
り
、
幡
を
窺
わ
ず
し
て
、
天
道
を
見
る
。
そ
の
出
ず
る
こ
と
い
よ
い
よ
遠
く
し
て
、
そ
の
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈹

　
　
る
こ
と
い
よ
い
よ
少
な
し
。
こ
こ
を
以
て
聖
人
は
、
行
か
ず
し
て
知
り
、
見
ず
し
て
名
づ
け
、
為
さ
ず
し
て
成
す
。
」

　
老
子
は
こ
こ
で
、
儒
教
が
な
す
よ
う
な
、
外
に
よ
り
多
く
の
知
識
を
集
め
よ
う
と
す
る
学
問
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
〈
道
〉

は
自
己
の
内
に
こ
そ
見
出
し
う
る
の
だ
と
、
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
老
子
の
〈
遺
〉
と
は
、
主
体
的
体
験
的
直
観
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈱

到
達
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
輔

　
こ
こ
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
『
告
白
』
に
お
け
る
神
の
「
内
在
と
超
越
」
の
あ
り
方
と
の
平
行
関
係
に
、
さ
ら

に
同
時
に
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
著
作
．
．
O
o
昌
O
彗
昌
冒
冒
．
、
（
『
神
学
綱
要
』
）
に
お
け
る
知
性
の
予
備
的
味
わ
い
（
召
塞
o
・
毒
け
き
o
）
と
の
平
行

関
係
に
容
易
に
気
付
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
ク
ザ
ー
ヌ
ス
は
例
え
ば
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。
「
感
覚
と
知
性
を
も
つ
完
全
な
動
物
〔
人
間
〕
は
宇
宙
誌
家
と
み
な
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
。
彼
は
五
感
と
い
う
五
つ
の
門
を
も
つ
都
市
を
所
有
す
る
。
こ
れ
ら
の
門
を
通
っ
て
使
者
た
ち
が
全
世
界
か
ら
入
っ
て
来
て
、

世
界
の
全
て
の
成
り
立
ち
（
ら
名
易
冒
O
）
を
報
告
す
る
。
…
…
宇
宙
誌
家
は
腰
を
下
ろ
し
て
全
て
の
報
告
を
書
き
記
す
が
、
そ
れ
は
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感
覚
的
世
界
全
体
の
略
図
を
自
己
の
都
市
の
な
か
に
秩
序
付
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
所
有
す
る
た
め
で
あ
る
。
…
…
彼
は
、
つ
い
に
感

覚
的
世
界
全
体
を
全
て
秩
序
付
け
終
え
る
と
、
そ
れ
を
失
う
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
よ
く
整
え
ら
れ
て
比
例
的
に
正
し
く
測
定
さ
れ
た

地
図
の
上
へ
と
そ
れ
を
転
記
す
る
。
そ
し
て
彼
は
地
図
に
注
目
し
、
使
者
た
ち
を
次
の
機
会
の
た
め
に
帰
し
て
、
門
を
閉
じ
る
。
そ
の

後
に
世
界
の
建
設
者
に
内
的
視
線
を
向
け
る
。
…
…
そ
し
て
彼
は
、
精
神
の
視
線
の
い
か
な
る
鋭
さ
を
も
っ
て
し
て
も
近
寄
り
え
な
い

永
遠
な
光
が
、
そ
れ
ら
〔
感
覚
的
な
〈
し
る
し
〉
な
ら
び
に
単
純
な
形
相
的
く
し
る
し
V
〕
に
お
い
て
輝
い
て
い
る
事
情
を
、
極
め
て

注
意
深
く
認
識
し
た
上
で
、
さ
ら
に
以
下
の
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
に
な
る
。
即
ち
、
把
握
さ
れ
え
な
い
も
の
〔
神
〕
は
、
存
在
が
把

握
さ
れ
え
な
い
仕
方
で
の
み
観
ら
れ
う
る
こ
と
、
把
握
さ
れ
う
る
い
か
な
る
方
法
に
よ
っ
て
も
把
握
さ
れ
え
な
い
も
の
で
あ
る
彼
は
、

現
に
存
在
す
る
万
物
の
存
在
の
形
相
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
こ
の
形
相
は
、
現
に
存
在
す
る
万
物
の
な
か
に
把
握
さ
れ
え
な
い
も
の
と

し
て
止
ま
り
つ
つ
、
知
性
的
な
も
ろ
も
ろ
の
〈
し
る
し
〉
の
な
か
で
〈
闇
の
な
か
で
光
る
〉
よ
う
に
光
っ
て
い
る
が
、
知
性
的
〈
し
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈱

し
〉
に
よ
っ
て
は
け
っ
し
て
把
握
さ
れ
え
な
い
こ
と
を
。
」

　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
お
よ
び
ク
ザ
ー
ヌ
ス
と
共
に
、
老
子
も
ま
た
、
〈
道
〉
は
内
に
こ
そ
見
出
さ
れ
る
と
言
っ
て
い
る
。
し
か
し
両

者
と
の
相
違
は
次
の
点
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
と
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
、
サ
ピ
エ
ン
テ
ィ
ア
ヘ
の
導
き
に
お

い
て
外
界
に
価
値
を
認
め
て
い
る
の
に
対
し
て
、
老
子
は
内
的
な
自
己
経
験
に
だ
け
し
か
価
値
が
認
め
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
言
い
換

え
れ
ば
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
に
お
い
て
は
、
外
界
か
ら
内
界
へ
と
通
じ
る
知
恵
探
究
の
一
筋
の
〈
道
〉
が
存
在
す
る
の
に
対
し
て
、
老
子
に

は
そ
れ
が
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
確
か
に
彼
も
ま
た
、
外
界
、
と
り
わ
け
社
会
の
現
実
に
つ
い
て
は
、
次
に
引
用
す
る
よ
う
に
大
き
な
関
心
を
持
っ
て
い
る
の
に
も
係

わ
ら
ず
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
み
つ
ぷ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
て
い

　
　
　
「
五
色
は
人
の
目
を
し
て
盲
い
し
む
。
五
音
は
人
の
耳
を
し
て
聾
れ
し
む
。
五
味
は
人
の
口
を
し
て
そ
こ
な
わ
し
む
。
馳
麗
田
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猟
は
人
の
心
を
し
て
発
狂
せ
し
む
。
得
難
き
の
貨
は
人
の
行
い
を
し
て
妨
げ
し
む
。
こ
こ
を
以
て
聖
人
は
、
腹
の
為
に
し
、
目
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
　
為
に
せ
ず
。
故
に
彼
れ
を
す
て
て
こ
れ
を
と
る
。
」
（
二
一
章
）

　
つ
ま
り
、
老
子
は
或
る
意
味
に
お
い
て
人
問
社
会
の
在
り
方
に
人
一
倍
精
通
し
て
い
る
に
も
係
わ
ら
ず
、
ま
さ
に
こ
の
精
通
が
む
し

ろ
、
外
界
と
の
関
係
を
断
絶
す
べ
し
と
い
う
要
求
に
な
る
の
で
あ
る
。
1
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
世
界
は
混
乱
し
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ

て
人
間
そ
の
も
の
も
混
乱
さ
せ
ら
れ
て
、
そ
の
結
果
求
め
る
べ
き
〈
道
〉
か
ら
遠
ざ
か
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
〃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
o
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5

　
こ
れ
に
対
し
て
ク
ザ
ー
ヌ
ス
で
は
、
外
界
へ
の
注
副
と
内
界
へ
の
注
副
と
の
間
に
或
る
調
和
が
成
立
し
て
お
り
、
さ
ら
に
外
界
は
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈱

恵
の
探
究
に
お
い
て
補
助
手
段
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
の
で
あ
る
。

　
確
か
に
老
子
も
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
と
同
様
に
感
覚
的
経
験
の
門
を
閉
ざ
す
べ
し
と
語
る
の
だ
が
、
老
子
に
お
い
て
は
そ
の
門
を
閉
ざ
す

こ
と
に
対
す
る
前
段
階
が
存
在
し
な
い
、
即
ち
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
宇
宙
誌
家
が
な
し
て
い
る
よ
う
な
、
外
界
の
情
報
に
つ
い
て
の
蓄
積

と
そ
れ
に
つ
い
て
の
考
察
が
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
相
違
に
関
し
て
注
目
す
べ
き
こ
と
に
は
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
は
、
神
探
究
に
お
い
て
に
せ
よ
自
然
探
究
に
お
い
て
に
せ
よ
、
そ
れ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
闘

よ
つ
て
わ
れ
わ
れ
が
知
恵
へ
と
導
か
れ
う
る
驚
異
（
驚
き
）
を
強
く
感
じ
て
い
る
の
だ
が
、
老
子
に
は
そ
の
よ
う
な
驚
異
は
存
在
し
な

い
。
む
し
ろ
彼
に
あ
っ
て
は
、
上
で
引
用
し
た
二
一
章
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
目
に
対
す
る
世
界
の
鮮
や
か
さ
、
あ
ざ
と
さ
に
促
わ

れ
て
は
な
ら
な
い
、
と
説
き
勧
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ス
ト
ア
派
的
ア
パ
テ
イ
ア
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
既
に

引
用
し
た
五
六
章
の
聖
人
の
有
り
方
も
こ
れ
を
示
す
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

　
さ
ら
に
同
時
に
こ
の
相
違
は
、
サ
ピ
エ
ン
テ
ィ
ア
と
ス
キ
エ
ン
テ
ィ
ア
の
関
係
に
お
け
る
老
子
と
ク
ザ
ー
ヌ
ス
と
の
相
違
に
も
影
響

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
既
に
、
サ
ピ
エ
ン
テ
ィ
ア
が
ス
キ
エ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
っ
て
到
達
さ
れ
う
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う

老
子
と
ク
ザ
ー
ヌ
ス
と
の
共
通
性
に
つ
い
て
語
っ
た
。
し
か
し
ク
ザ
ー
ヌ
ス
に
お
い
て
は
、
こ
の
こ
と
は
直
ち
に
、
ス
キ
エ
ン
テ
ィ
ア
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が
サ
ピ
エ
ン
テ
ィ
ア
に
全
く
関
係
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
彼
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

　
「
永
遠
で
無
限
な
知
恵
は
万
物
に
反
映
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
は
そ
の
働
き
の
何
ら
か
の
予
備
的
味
わ
い
〔
を
わ
れ
わ
れ
に
味
あ
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
帥

せ
る
こ
と
〕
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
を
引
き
つ
け
て
、
驚
く
べ
き
希
求
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
へ
と
急
ぐ
よ
う
に
し
む
け
み
。
」

　
つ
ま
り
知
恵
は
、
単
に
世
界
の
内
に
の
み
な
ら
ず
わ
れ
わ
れ
の
精
神
的
活
動
に
も
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
、
知
恵
が
世

界
全
体
（
内
外
）
に
展
開
し
て
い
る
と
い
う
思
想
は
大
き
な
意
味
を
有
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
事
態
を
逆
に
見
る
な
ら
ば
、
世
界

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
崎

の
い
か
な
る
も
の
も
知
恵
を
何
ら
か
の
仕
方
で
分
有
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
世
界
そ
の
も
の
に
つ
い
て
虚
心
坦
懐
で
あ
る
イ
デ
ィ
オ
ー
タ
が
、
知
恵
の
探
究
に
お
い
て
導
き
の
役
割
を
果
た

し
う
る
こ
と
に
な
る
。
簡
単
に
言
え
ば
、
至
高
の
知
恵
の
探
究
に
お
い
て
は
、
イ
デ
ィ
オ
ー
タ
で
あ
る
か
専
門
家
で
あ
る
か
、
哲
学
者

で
あ
る
か
弁
論
家
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
問
題
と
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
際
に
、
ス
キ
エ
ン
テ
ィ
ア
も
補
助
手
段
と
し
て
一
定
の

役
割
を
果
た
し
う
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
で
少
し
注
意
深
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
確
か
に
ス
キ
エ
ン
テ
ィ
ア
は
知
恵
の
探
究
者
に
と
っ

て
、
知
恵
へ
と
到
達
す
る
べ
く
自
己
の
魂
の
整
い
の
よ
さ
（
ま
名
o
ω
巨
o
8
『
巳
ω
）
を
準
備
す
る
た
め
に
役
立
つ
手
段
で
あ
る
と
し
て
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

し
か
し
ス
キ
エ
ン
テ
ィ
ア
は
サ
ピ
エ
ン
テ
ィ
ア
の
部
分
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
前
者
は
後
者
を
分
有
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
学
問
的
知
識
か
ら
は
知
恵
は
構
成
さ
れ
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
条
件
の
下
で
初
め
て
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
に
お
い
て
、
ス
キ
エ
ン
テ
ィ
ア
が
サ
ピ
エ
ン
テ
ィ
ア
に
関
係
を
有
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
さ
ら
に
は
、
ま
さ
に
以
上
の
よ
う
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
の
中
で
、
わ
れ
わ
れ
は
先
に
留
保
し
て
お
い
た
方
法
論
的
間
、
い
か

に
し
て
わ
れ
わ
れ
は
サ
ピ
エ
ン
テ
ィ
ア
に
つ
い
て
学
的
に
（
邑
8
蔓
；
＆
語
り
う
る
の
か
と
い
う
問
に
対
す
る
答
え
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。
即
ち
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
そ
れ
と
同
じ
条
件
を
前
提
に
す
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
も
ま
た
サ
ピ
エ
ン
テ
ィ
ア
に
つ
い
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宮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
崎

て
学
的
に
議
論
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
老
子
で
は
、
〈
遣
〉
の
超
越
性
が
余
り
に
も
決
定
的
に
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
、
〈
遺
V
は
外
界
と
ほ
と
ん
ど
関
わ
り

を
有
す
る
こ
と
が
な
く
、
ま
た
外
界
か
ら
〈
遣
〉
へ
と
至
る
道
が
見
出
さ
れ
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
い
っ
た
い
い
か
な
る
仕
方

で
〈
遣
〉
は
内
在
的
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
す
で
に
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
確
か
に
〈
道
〉
は
内
在
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ

も
な
け
れ
ば
、
〈
遺
〉
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
〈
遺
〉
が
存
在
す
る
こ
と
さ
え
も
語
ら
れ
え
な
い
の
だ
か
ら
。

彼
は
五
二
章
で
言
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
主
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
や

　
　
　
「
既
に
そ
の
母
を
得
て
、
復
た
其
の
子
を
知
る
。
既
に
其
の
子
を
知
り
、
復
た
そ
の
母
を
守
る
。
身
を
没
す
る
ま
で
殆
う
か
ら

　
　
㈱

　
　
ず
。
」

　
〈
道
〉
の
内
在
を
説
い
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
こ
の
一
節
で
も
、
先
ず
「
母
」
と
い
う
〈
遺
〉
を
得
る
べ
し
、
と
い
う
順
序
が
存
在

す
る
。
つ
ま
り
く
道
V
は
た
だ
〈
道
〉
の
体
験
的
直
観
に
対
し
て
準
備
で
き
て
い
る
人
の
内
で
の
み
語
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
老
子
に

お
い
て
は
、
〈
道
〉
が
外
界
を
通
し
て
わ
れ
わ
れ
に
語
り
か
け
る
と
い
う
可
能
性
は
必
要
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
故
に
、
〈
遺
〉
の
探

究
に
お
い
て
は
、
こ
の
世
界
の
価
値
つ
ま
り
宇
宙
万
有
の
価
値
は
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
老
子
の
イ
デ
ィ
オ
ー
タ
は
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
社
会
の
他
者
と
交
友
関
係
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
ず
、
彼
ら
と

と
も
に
共
同
体
を
形
成
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、
先
に
留
保
し
た
老
子
に
お
け
る
イ
デ
ィ
オ
ー

タ
の
孤
独
性
に
つ
い
て
の
い
ま
一
つ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
を
も
、
よ
う
や
く
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
、
サ
ピ
エ
ン
テ
ィ

ア
と
し
て
の
〈
道
〉
が
か
く
も
超
越
的
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
人
間
の
相
互
理
解
に
対
す
る
一
種
の
否
定
と
し
て
こ
の
世
界
に
現
れ

る
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
、
知
恵
を
希
求
し
て
い
る
老
子
の
イ
デ
ィ
オ
ー
タ
は
必
然
的
に
社
会
の
な
か
で
孤
独
の
状
態
に
止
ま
ら
ね
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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し
か
し
な
が
ら
、
も
し
彼
の
求
め
る
知
恵
が
世
界
に
明
ら
か
に
内
在
的
で
も
あ
る
な
ら
ば
、
彼
は
必
ず
し
も
孤
独
で
あ
る
必
要
は
な

い
は
ず
だ
。
し
か
し
老
子
に
お
い
て
は
、
知
恵
が
超
越
的
で
あ
る
と
同
時
に
内
在
的
で
あ
る
と
い
う
思
想
が
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は

な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
事
態
を
別
の
視
点
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
に
お
い
て
は
ス
キ
エ
ン
テ
ィ
ア
が
サ
ピ
エ
ン
テ
ィ
ア
に
対
し
て
い
わ
ば
相

補
的
な
関
係
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
人
間
は
知
恵
を
神
か
ら
の
賜
物
と
し
て
の
み
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈱

の
で
あ
そ
了
ク
ザ
ー
ヌ
ス
が
一
四
三
八
年
に
或
る
船
の
上
で
「
知
あ
る
無
知
（
α
O
0
9
后
昌
『
彗
夢
）
」
の
照
明
を
経
験
し
た
よ
う
に
。

そ
れ
に
も
係
わ
ら
ず
、
人
間
は
時
間
的
存
在
と
し
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
他
の
人
間
に
そ
の
知
恵
を
時
問
的
に
説
明
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
、
あ
る
い
は
展
開
（
婁
呂
8
篶
）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
任
務
を
、
ス
キ
エ
ン
テ
ィ
ア
、
つ
ま
り
学

聞
的
営
み
と
し
て
の
至
碧
こ
と
一
総
体
が
な
し
う
る
で
あ
ろ
了
し
か
し
象
ら
断
片
的
嚢
な
し
う
ξ
つ
の
で

は
な
い
。

　
さ
ら
に
実
は
、
こ
の
よ
う
な
ス
キ
エ
ン
テ
ィ
ア
の
隈
界
に
つ
い
て
の
認
識
と
ス
キ
エ
ン
テ
ィ
ア
の
無
力
さ
が
、
サ
ピ
エ
ン
テ
ィ
ア
ヘ

の
憧
憶
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
。
こ
の
事
態
を
わ
れ
わ
れ
は
既
に
言
及
し
た
ク
ザ
ー
ヌ
ス
に
お
け
る
驚
き
に
、
と
り
わ
け
．
．
曇
o
8
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

窒
旦
昌
夢
．
．
の
窮
二
巻
の
始
め
に
お
け
る
弁
論
家
の
驚
ぎ
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
『
形
而
上
学
』
に
お
い
て
、
「
こ
の
よ
う
な
疑
念
を
い
だ
き
驚
異
を
感
じ
る
者
は
自
分
を
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
餉

知
な
者
だ
と
考
え
る
。
…
…
ま
さ
に
た
だ
そ
の
無
知
か
ら
脱
却
せ
ん
が
た
め
に
知
恵
を
愛
求
し
た
の
で
あ
る
。
…
…
」
と
言
っ
て
い
る
。

そ
れ
故
に
ス
キ
エ
ン
テ
ィ
ア
は
サ
ピ
エ
ン
テ
ィ
ア
に
根
本
的
に
結
合
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
こ
そ
ク
ザ
ー
ヌ
ス
は
試

み
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
は
、
例
え
ば
、
．
．
g
旨
8
葛
R
身
ξ
邑
…
昌
、
．
（
『
も
ろ
も
ろ
の
光
の
父
の
贈
り
物
に
つ
い
て
』
）
に
お
い
て
次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。
「
様
々
な
経
験
豊
か
な
農
夫
た
ち
が
、
耕
地
を
う
ま
く
耕
す
た
め
の
知
識
の
光
を
互
い
に
示
し
あ
う
。
こ
の

鵠4
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司

光
の
な
か
を
農
夫
は
信
仰
を
も
っ
て
巡
礼
し
て
、
そ
の
結
果
と
し
て
感
覚
的
生
の
実
り
を
得
る
の
で
あ
る
。
」

　
他
方
老
子
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
〈
遺
〉
の
説
明
不
可
能
性
が
際
立
っ
て
い
る
。
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
サ
ピ
エ
ン
テ
ィ
ア
に
つ
い
て
の
説

明
と
比
較
し
つ
つ
、
老
子
の
〈
遺
〉
に
つ
い
て
の
説
明
を
思
い
起
こ
し
て
み
よ
う
。
〈
道
〉
は
、
或
る
場
合
に
は
「
玄
の
ま
た
玄
」
（
一

章
）
と
し
て
、
ま
た
他
の
場
合
に
は
「
夷
、
希
、
微
」
（
一
四
章
）
と
し
て
説
明
さ
れ
た
。
さ
ら
に
三
五
章
で
は
、
「
道
の
□
に
出
ず
る

は
、
淡
乎
と
し
て
其
れ
味
無
し
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
サ
ピ
エ
ン
テ
ィ
ア
は
最
も
味
の
よ
い
も
の
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
ω
署
一
彗
ま
は
竃
潟
篶
（
味
わ
う
）
を
語
源
と
す
る
か
ら
ω
岩
；
邑
§
（
最
も
美
味
）
な
も
の
で
あ
る
と
、
彼
は
強
調
す

　
　
　
　
㈱

る
の
で
あ
る
。

　
絶
対
者
・
〈
適
〉
が
相
対
的
な
表
現
形
武
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
が
否
定
神
学
的
な
意
味
で
「
夷
、
希
、
微
」
で
あ
る

こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
単
に
表
現
形
式
に
の
み
係
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
老
子
自
身
の
意
図
に
係
わ
っ

て
の
こ
と
で
あ
る
。
第
一
章
の
「
玄
」
と
い
う
語
は
本
来
「
黒
」
と
か
「
暗
い
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
「
黒
」
は
単
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

る
黒
で
は
な
く
て
、
全
て
の
色
を
包
含
し
た
黒
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
全
て
の
色
が
パ
レ
ッ
ト
の
上
で
混
合
さ
れ
る
と
最
終
的
に
は
黒
に

な
る
、
そ
の
よ
う
な
黒
と
、
わ
れ
わ
れ
は
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
〈
道
〉
が
「
玄
」
と
さ
れ
る
こ
と

は
充
分
に
ふ
さ
わ
し
い
。
な
ぜ
な
ら
〈
道
〉
は
、
既
に
一
章
で
見
た
よ
う
に
、
万
物
が
そ
れ
を
通
っ
て
出
て
く
る
門
で
あ
る
と
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
か
ら
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
岩

　
こ
の
こ
と
は
、
と
く
に
「
色
」
と
い
う
中
国
語
「
色
（
ω
①
）
」
の
意
味
に
注
意
す
れ
ば
い
っ
そ
う
分
か
り
や
す
く
な
る
。
こ
の
「
色
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ろ

は
中
国
の
思
想
伝
統
に
お
い
て
は
単
に
「
い
ろ
」
を
意
味
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
色
を
有
す
る
万
物
、
つ
ま
り
「
存
在
者
一
般
」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
暑

意
味
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
こ
の
語
の
有
す
る
意
味
的
背
景
に
お
い
て
老
子
は
、
一
方
に
お
い
て
後
の
中
国
仏
教
と
共
に
色

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈹

の
価
値
を
排
除
し
（
「
色
即
是
空
」
）
、
他
方
に
お
い
て
〈
道
〉
の
「
玄
」
（
く
ろ
）
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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か
く
し
て
、
老
子
の
〈
遺
〉
に
つ
い
て
の
「
説
明
」
は
、
文
字
通
り
に
〈
遺
〉
を
説
き
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ

い
か
に
〈
道
〉
が
暗
く
て
黒
い
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
説
明
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
い
か
に
〈
道
〉
の
説
明
不
可
能
性
が
大
き
い
も

の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
説
明
で
あ
り
、
結
局
く
道
V
は
各
自
の
主
体
的
体
験
に
応
じ
て
得
ら
れ
る
直
観
に
よ
っ
て
の
み
自
己
の
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
刎

と
さ
れ
う
る
と
い
う
説
明
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　
さ
ら
に
、
こ
の
「
暗
さ
」
を
強
調
す
る
〈
道
〉
に
つ
い
て
の
老
子
の
説
明
は
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
サ
ピ
エ
ン
テ
ィ
ア
（
知
恵
）
に
つ
い

て
の
説
明
と
は
対
躁
的
な
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
即
ち
ク
ザ
ー
ヌ
ス
に
お
い
て
知
恵
は
「
光
」
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
例
え
ば
、
、
冒
く
昌
き
o
毒
竃
g
彗
3
①
．
．
（
『
知
恵
の
狩
猟
に
つ
い
て
』
）
で
は
、
「
私
は
こ
れ
か
ら
光
の
領
野
に
入
り
、
そ
こ
で
与

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
物

え
ら
れ
る
光
に
よ
っ
て
知
恵
と
い
う
光
を
探
究
し
よ
う
。
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
老
子
の
場
合
と
類
比
的
に
解
釈
す
る
な
ら
ば
、

次
の
よ
う
に
言
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
様
々
な
色
の
光
が
互
い
に
混
合
さ
れ
る
な
ら
ば
、
最
終
的
に
堂
言
わ
ば
「
白
い
光
」
、
つ

ま
り
最
も
明
る
い
光
に
な
る
と
い
う
事
態
と
類
比
的
で
あ
る
と
。
そ
し
て
、
も
し
も
老
子
の
〈
道
〉
の
「
玄
さ
」
と
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
サ

ピ
エ
ン
テ
ィ
ア
の
「
光
と
し
て
の
明
る
さ
」
と
の
間
の
相
違
を
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
的
な
「
反
対
対
立
の
一
致
」
（
8
ま
o
匡
竃
ま
o
暑
o
閉
ぎ
『
自
昌
）

禰で
、
つ
ま
り
絶
対
者
の
地
平
に
揚
げ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
考
察
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
相
違
も
ま
た
消
失
し
て
し
ま
う
は
ず
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
し
か
し
な
が
ら
、
老
子
が
〈
道
〉
に
つ
い
て
あ
の
よ
う
に
象
徴
的
に
解
釈
し
た
と
い
う
営
み
と
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
が
サ
ピ
エ
ン
テ
ィ
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
象
徴
的
に
説
明
し
た
と
い
う
営
み
と
の
間
の
相
違
は
、
依
然
と
し
て
消
失
す
る
こ
と
の
な
い
こ
と
に
わ
れ
わ
れ

は
留
意
し
た
い
。

結
語
、
永
遠
に
し
て
無
限
な
る
知
恵
が
万
物
に
輝
き
出
ず
る

ク
ザ
ー
ヌ
ス
は
「
知
あ
る
無
知

（
ぎ
9
ニ
ロ
q
昌
『
竃
蔓
）
」
の
知
恵
を
或
る
瞬
間
に
超
時
問
的
に
味
わ
っ
た

（
窒
篶
幕
）

後
に
、

そ
の

486
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生
涯
に
わ
た
っ
て
こ
の
体
験
を
説
明
す
る
べ
く
努
め
た
。
こ
の
努
力
の
典
型
的
な
表
現
は
「
ω
葛
蔓
邑
昌
凹
邑
窒
ま
（
最
も
美
味
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
刺

学
）
」
と
い
う
語
に
見
出
し
う
る
。
こ
の
表
現
を
も
っ
て
彼
は
、
同
胞
た
る
他
の
人
間
を
知
恵
へ
の
憧
憶
に
目
覚
め
さ
せ
よ
う
と
し
た

の
で
あ
る
。
も
し
わ
れ
わ
れ
が
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
イ
デ
ィ
オ
i
タ
に
お
い
て
サ
ピ
エ
ン
テ
ィ
ア
と
ス
キ
エ
ン
テ
ィ
ア
の
理
想
的
な
関
係

を
見
出
す
な
ら
ば
、
老
子
と
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
、
各
々
異
な
っ
た
生
涯
の
有
す
る
意
味
も
ま
た
い
っ
そ
う
明
ら
か
に
認
識
で
き
る
で
あ
ろ

う
。
つ
ま
り
、
二
人
は
共
に
知
恵
に
つ
い
て
語
る
こ
と
を
欲
し
、
各
自
の
「
知
あ
る
無
知
」
の
体
験
に
基
づ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で

知
恵
を
提
示
し
よ
う
と
努
め
た
。
そ
こ
で
も
し
も
、
サ
ピ
エ
ン
テ
ィ
ア
を
我
が
も
の
と
し
て
い
る
人
が
ス
キ
エ
ン
テ
ィ
ア
に
つ
い
て
も
、

そ
れ
を
ク
ザ
ー
ヌ
ス
と
同
じ
よ
う
に
評
価
し
つ
つ
、
携
わ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
は
も
は
や
孤
独
に
生
き
続
け
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い

の
で
あ
る
。

　
ク
ザ
ー
ヌ
ス
は
そ
の
生
涯
を
様
々
な
改
革
の
企
て
に
捧
げ
た
。
そ
れ
故
に
こ
そ
彼
は
共
同
体
に
お
い
て
、
或
る
時
は
友
情
に
出
会
い
、

或
る
時
は
敵
対
を
経
験
し
た
が
、
そ
れ
で
も
な
お
彼
は
共
同
体
の
外
に
出
る
こ
と
は
な
く
、
そ
れ
の
内
に
止
ま
り
、
改
革
の
企
て
を
展

開
し
続
け
た
。
老
子
と
は
対
照
的
に
、
彼
は
生
涯
の
最
期
ま
で
共
同
体
に
結
ば
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
在
り
方
は
ま
さ
に
彼
に
お

け
る
サ
ピ
エ
ン
テ
ィ
ア
と
ス
キ
エ
ン
テ
ィ
ア
の
相
補
的
な
関
係
に
相
応
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
に
対
し
て
老
子
は
、
周
の
国
の
滅
び
を
予
感
し
た
時
、
そ
の
長
年
住
ん
だ
国
か
ら
立
ち
去
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
国
境
の

司
令
宮
の
懇
願
に
接
し
て
は
じ
め
て
、
こ
の
書
物
『
老
子
』
を
著
し
た
の
で
あ
る
。
後
の
中
国
で
は
、
と
く
に
紀
元
三
－
四
世
紀
に
、

老
子
に
影
響
さ
れ
た
隠
遁
者
が
た
く
さ
ん
現
れ
た
こ
と
に
も
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ほ
ど
に
老

子
の
恩
想
は
、
社
会
か
ら
の
孤
独
を
勧
め
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
考
察
を
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
老
子
の
「
愚
人
」
と
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の

「
イ
デ
ィ
オ
ー
タ
」
と
い
う
各
々
の
理
想
像
の
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
た
生
き
方
に
、
こ
の
二
人
の
思
想
家
の
生
涯
の
終
わ
り
方
が
、
既

5鍋



に
象
徴
的
に
表
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り

、
こ
こ
に
も
ま
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

そ
れ
ぞ
れ
の
サ
ピ
エ
ン
テ
ィ
ア
が
輝
き
出
て
い
る
の
で
あ
る
と
。

東アジアにおける知恵概念の伝統とクザーヌスの知恵概念＊23

＊
付
記
　
小
論
は
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
協
会
（
9
墨
昌
ω
－
Ω
8
竺
ω
9
き
）
の
主
催
で
一
九
九
〇
年
三
月
末
に
ド
イ
ツ
の
ト
リ
ア
大
学
を
中
心
に
開

催
さ
れ
た
ク
ザ
ー
ヌ
ス
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
於
い
て
行
っ
た
講
演
の
原
稿
を
基
に
し
て
、
日
本
語
に
訳
し
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
今
回
ま

と
め
る
に
あ
た
っ
て
、
ド
イ
ツ
語
原
稿
か
ら
日
本
語
の
読
者
に
は
必
要
の
な
い
と
思
わ
れ
る
説
明
を
省
い
た
が
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
論
旨
に

変
化
は
な
い
。
な
お
、
本
小
論
は
、
そ
の
か
な
り
省
略
し
た
形
で
、
一
九
九
〇
年
一
一
月
の
第
九
回
日
本
ク
ザ
ー
ヌ
ス
学
会
の
際
に
も
発
表
の

機
会
を
得
た
。

註以
下
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
箸
作
は
箸
者
名
を
省
い
て
引
用
す
る
。
ま
た
そ
の
テ
キ
ス
ト
は
、
特
に
断
り
の
な
い
限
り
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
版
全
集
に
従
っ
て
引
用
し
、
そ
の
巻

号
箇
所
を
、
h
を
も
っ
て
巻
号
を
、
S
を
も
っ
て
頁
を
、
Z
を
も
っ
て
行
を
示
す
。
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
テ
キ
ス
ト
の
略
号
は
次
の
通
り
向

o
§
寺
∴
多
§
§
．

ふ
ミ
＝
㌧
書
ミ
魯
§
9
§
｛
§
§
§
岳
§
1

夏
亀
1
｝
ぎ
ミ
一
一
暮
蔓
§
§
帖
註
§
．

b
軸
§
軸
s
註
二
§
o
旨
巳
帖
§
§
ぎ

導
慧
寒
一
一
b
帝
富
S
も
§
芦

皇
言
婁
∴
b
帖
言
竃
婁
｝
1

皇
由
§
ミ
ー
一
皇
由
§
ミ
§
§
乱
§
§
．

凄
由
§
∴
§
竃
冨
註
由
嚢
§
酎
苧

さ
ら
に
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
関
係
の
文
献
の
略
号
は
以
下
の
通
り
。

8
一
〇
易
彗
島
－
↓
象
二
撃
目
昌
蕩
冨
・
婁
冨
匝
實
患
幕
衰
・
軸
實
薫
邑
彗
庁
邑
睾
彗
髪
冨
o
臣
津
員
巾
巨
一
富
o
昌
薯
干
募
け
o
ユ
閉
o
ぎ
δ
凹
竃
窟
邑
妾
零
胴
’
o
邑
≦
コ
奪

　
　
く
弩
冨
）
）

竃
司
O
〇
一
－
≦
－
暮
9
－
目
目
胴
o
目
巨
目
庄
句
o
『
蜆
o
巨
；
目
軸
吻
σ
o
岸
『
凹
軸
o
匝
o
『
〇
一
』
ω
画
目
‘
蜆
1
0
o
蜆
冊
＝
閉
o
＝
與
津
（
く
乱
目
舳
一
く
顯
暮
＝
｝
顯
蜆
－
O
『
目
目
個
ミ
巴
包
－
く
冊
二
国
藺
目
＼
↓
ユ
冊
『
’
勺
団
目
－
目
E
蜆
く
砧
ユ
国
晒
）

ξ
匿
9
ω
g
『
奉
昌
箒
蜆
；
斥
o
5
易
く
昌
5
窃
旨
α
雲
暮
旨
o
『
o
σ
異
蜆
g
豊
長
（
婁
昌
巨
『
帽
一
凄
麦
重
色
冨
『
く
彗
5
帽
）
＾
勺
…
o
8
昌
ぎ
5
里
σ
＝
g
す
昆
版
に
入
っ
て
い
る
も

靱
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の
。
一

ま
た
，
老
子
』
の
テ
キ
ス
ト
と
読
み
下
し
は
、
特
に
断
り
の
な
い
限
り
福
永
光
司
著
，
老
子
』
上
下
＾
朝
日
新
聞
社
刊
）
に
従
う
。

ω
　
福
永
光
司
著
『
老
子
』
下
　
一
六
六
頁
以
下
。
「
知
不
知
上
。
不
知
知
病
。
夫
唯
病
病
。
是
以
不
病
。
聖
人
不
病
。
以
其
病
病
。
是
以
不
蒲
。
」

ω
　
く
一
く
o
目
ω
青
芭
目
蜆
μ
ト
o
目
↓
き
一
§
s
－
寒
1
き
ミ
帖
＾
N
旦
ユ
o
ゴ
H
⑩
㎝
⑩
）
ω
1
－
－
h

㈹
　
司
馬
遷
『
史
記
』
＾
武
内
義
雄
，
老
子
の
研
究
』
＾
改
造
社
刊
）
二
二
頁
以
下
の
読
み
下
し
に
よ
る
）
坦

ω
　
福
永
前
掲
書
　
上
＝
二
頁
。
「
道
可
道
非
常
道
。
名
可
名
非
常
名
。
無
名
天
地
之
始
。
有
名
萬
物
之
母
竈
故
常
無
欲
以
観
其
妙
。
常
有
欲
以
観
其
徴
鉋
此
両
者
。
同
出

　
而
異
名
。
同
謂
之
玄
。
衆
妙
之
門
。
」

㈲
　
実
際
に
、
こ
の
「
道
」
の
一
つ
を
「
言
う
」
と
す
る
読
み
方
も
あ
る
。
「
道
の
道
う
べ
き
は
、
常
道
に
あ
ら
ず
。
」
（
大
浜
略
，
老
子
の
哲
学
』
勤
草
書
房
〕
一
〇
頁
以
下
）

㈹
　
例
え
ば
、
く
；
昌
ω
青
彗
第
き
ミ
一
ω
l
H
⑦
⑩
－

ω
　
福
永
前
掲
書
　
上
一
二
一
頁
以
下
。
「
視
之
不
見
。
名
日
夷
。
聴
之
不
聞
。
名
日
希
。
榑
之
不
得
。
名
日
微
。
不
可
致
詰
鉋
故
混
而
為
一
。
其
上
不
激
。
其
下
不
昧
。

　
縄
縄
不
可
名
。
復
帰
於
無
物
。
是
謂
無
状
之
状
。
無
物
之
象
。
是
謂
悦
惚
。
迎
之
不
見
其
首
。
随
之
不
見
其
後
。
執
古
之
遣
血
以
御
今
之
有
。
能
知
古
始
。
是
謂
遺
紀
。
」

㈱
　
ω
ミ
§
o
×
×
自
一
（
、
O
｝
易
岨
顯
目
9
；
o
算
目
蜆
、
．
）
一
巨
×
く
く
戸
2
．
メ
N
l
H
1
｛
一
『
『
O
句
ユ
冒
凹
O
葭
『
冒
鶉
一
ω
o
｝
晒
目
旦
目
目
一
〇
自
O
O
O
冊
自
ω
自
O
目
昌
巨
目
獺
岸
目
『
『
凹
巨
O
目
血
目
o
o
－
昌
凹
曾
目
団
饒
O
目
蜆
目
而
o

　
胡
畠
旨
－
一
異
ξ
彗
暮
．
昌
豪
b
目
罵
目
ω
竃
豊
昌
．
9
『
萱
昌
彗
－
一
9
窒
砧
塁
一
目
警
胃
。
な
お
、
〔
〕
内
は
引
用
者
の
補
充
。
以
下
同
様
。

㈹
　
b
砧
｝
§
、
－
■
す
舳
く
．
Z
。
ω
一
N
■
H
－
－
。
∴
ω
里
旦
O
目
巨
帥
8
ユ
蜆
．
O
巨
昌
算
一
；
旦
9
9
蜆
．
一
9
冊
誓
O
鼠
目
O
『
色
巨
吻
一
〇
目
O
自
冒
目
着
蜆
拝
巨
匝
σ
岸
腎
㌧
自
凹
昏
ω
吻
｝
目
床
．

O
Φ
§
匙
－
三
．
P
N
1
㌣
蜆
－
一
窒
迫
雪
巨
顯
1
…
冨
墨
〕
婁
O
昌
雲
彗
彗
蔓
顯
巨
O
；
二
目
岨
O
董
＝
ω
．

ω
§
｝
2
メ
嵩
－
＝
．
，
ω
…
冨
ω
畳
竃
蔓
窃
；
碧
〇
一
暮
邑
鶉
｛
o
目
o
匡
己
二
ぎ
一
巨
巨
篶
一
竃
邑
§
＝
；
目
弩
・
二
暮
暮
一
曇
巨
巴
目
軸
暮
…
苔
蔓
彗

○
勾
　
ト
リ
ア
の
宍
、
琴
彗
零
教
授
の
定
式
化
。
例
え
ば
、
b
二
§
」
；
岨
く
』
。
賢
三
」
〇
一
N
。
ゴ
ミ
｛
。
参
照
。

㈹
§
意
§
♪
『
≦
H
ら
ー
H
ピ
ω
．
量
N
．
①
｛
1
一
黒
巽
肩
『
旨
『
｛
亘
篶
冒
賢
呂
s
巨
昌
：
；
…
示
o
募
一
冨
夢
巨
彗
胃
旨
団
己
一
竃
く
…
…
彗
・

ω
　
ω
竃
潟
『
に
よ
る
皇
§
§
§
（
z
芸
き
ω
o
。
切
）
o
。
彗
｛
の
註
参
照
。

蝸
　
　
『
老
子
』
一
〇
章
、
六
五
章
。
さ
ら
に
三
八
章
も
参
照
。

㈹
b
二
§
一
一
－
く
』
1
鼻
N
－
⑩
－
竃
一
邑
O
轟
實
葦
竃
蚤
祠
；
彗
蜆
量
彗
巨
彗
昌
目
誓
肇
岸
置
亮
墨
O
冨
二
：
O
竃
一
晶
昌
膏
’
蜆
＆
曇
嚢
O
婁
一
ε
a
君
岩
轟
昌

　
巨
o
＝
g
巨
『
何
署
實
岸
旨
一
g
F
｛
o
匹
塞
目
竃
竃
｛
良
凹
一
1

ω
　
福
永
前
掲
書
　
下
六
三
頁
。
「
爲
学
日
益
。
爲
道
日
損
。
損
之
又
損
。
以
至
於
無
爲
。
無
爲
而
無
不
爲
。
…
」

㈱
　
福
永
前
掲
書
　
下
六
四
頁
以
下
。

㈹
－
』
名
ζ
目
二
塁
1
）
一
き
§
S
一
婁
曳
9
き
．
帖
§
ミ
雨
§
§
さ
ぎ
ミ
§
§
一
≦
目
冨
碧
O
＝
己
凄
H
）
累
S
一
N
．
－
①
ご
2
．
ω
ド
N
1
ω
い

匡
Φ
ξ
亀
戸
＝
一
ω
』
一
N
ー
ト
O
ム
ー
ω
＾
ω
＝
N
l
？
＜
睾
蜆
竃
旨
『
竃
巨
O
竃
冨
O
…
夢
｛
二
幕
0
5
帽
一
駕
切
暮
9
0
蜆
：
O
昏
…
暮
一
〇
ぎ
固
葛
望
巨
墓
碗
O
轟
＆
葦
H
墨
葦
ざ
篶
：
；
弩
…

　
奪
罠
蜆
ら
二
…
二
ε
暮
暮
麦
〇
一
〇
帽
8
霊
蜆
p
o
冨
邑
o
多
邑
昌
二
8
…
皇
団
＝
二
；
二
董
8
童
ぎ
實
…
；
量
o
曇
一
〇
；
昌
罫
げ
算
邑
彗
蔓
三
晒
昌
墨
暮
鶉
；
o
τ

　
書
冒
二
墨
8
窃
胡
童
豪
一
ぎ
害
o
昌
自
誓
算
昌
里
二
昌
o
σ
『
彗
さ
ら
に
以
下
も
参
照
。
吻
§
§
×
曽
H
二
×
く
く
戸
之
§
一
N
。
睾
一
ε
；
巨
轟
軸
彗
讐
切
ざ
竃
げ
婁
嚢
冊

384



東アジアにおける知恵概念の伝統とクザーヌスの知恵概念＊25

㈱刎幽鯛弓⑫㈱｛3葛　（3D　eΦ　⑫勃　㈱　睦司萄虜㈱

『
註
昌
…
す
…
彗
睾
…
』
二
§
；
§
窒
｝
×
自
ら
ー
H
O
〇
一
N
1
①
よ
，
巨
竃
：
易
蔓
巨
ε
邑
巨
〇
一
冒
竪
巨
オ
蜆
萱
昌
意
φ
O
冨
二
冨
§
旦
＝
ξ
O
葦
O
・
彗
さ
畠
巨
O
『
…

g
o
；
冨
昌
弐
畠
彗
〇
一
〇
g
一
易
ぎ
邑
畠
8
g
三
窒
畠
墨
目
；
一
〇
邊
畠
昌
冨
冨
黒
彗
葦
巨
『
何
潟
『
岸
…
1

　
『
老
子
＝
二
八
章
、
福
永
前
掲
書
　
下
九
頁
以
下
参
照
。

　
b
二
§
一
し
。
く
一
z
ω
一
N
－
㊦
－
嵩
一
〇
曇
o
『
．
ε
弩
毒
｛
o
景
蜆
一
冨
＝
幕
冨
『
…
警
肇
o
巴
一
ε
二
彗
；
o
邑
目
二
菖
吊
目
『
窃
α
豪
g
鶉
g
零
彗
ま
蜆
目
8
畠
o
畠
員
2
昌

邑
冊
暮
竃
昌
雲
呈
巨
肩
『
邑
葦
彗
而
暮
與
．
星
5
茎
纐
O
O
婁
署
a
饅
雲
竃
一
害
…
0
9
冨
旨
9
彗
O
葦
一
§
：
一
膏
ε
F
ω
O
暑
望
；
＝
O
昌
蜆
毒
昌
…
一
＝
算
O
巨
書
＆
一
伽
－
蟹
O

団
算
窒
竈
σ
；
責
9
看
a
肋
芭
宮
彗
夢
｛
O
ユ
ω
．
⊆
彗
撃
一
ぎ
豆
馨
多
．
一
黒
窃
；
壷
冒
9
9
；
二
昌
自
一
昌
｛
留
募
9
唖
二
目
算
一
邑
昌
易
、
。
更
に
次
も
参
照
蓼
』
蔓
∴
＝
－
ω
。
9
N
．

7
ω
一
竃
賢
…
二
具
彗
O
姜
彗
色
…
昌
O
昌
彗
…
F
目
二
碧
曇
目
ヨ
8
ヨ
昌
…
§
鼻
膏
＝
霊
冨
昌
昌
巨
σ
島
葛
；
葦
O
冨
葦
ヨ
；
蓋
奪
顯
§
0
9
警
書
皇
自
壷

　
○
睾
皆
さ
目
零
＆
o
ミ
』
§
さ
§
§
ミ
ミ
な
§
｝
茎
ミ
§
｝
定
§
床
ミ
申
O
弓
－
く
≧
．
ω
1
9
R
参
照
。

　
b
睾
肪
茗
県
§
奏
ぎ
ぎ
姜
≧
甘
ミ
警
ま
§
邑
匙
ミ
、
蔓
嚢
§
ミ
§
§
蔓
O
：
O
↓
－
ミ
ω
一
ω
1
竃
一
之
－
爵
－
．
－
2
彗
O
…
邑
≦
望
9
彗
O
。
一
〇
ユ
塞
室
二
量
而
召
竃
養
け
一
昌
・

ヨ
o
『
訂
＝
冨
冨
昌
一
ヲ
蜆
o
冨
目
艘
頸
o
『
o
饒
o
庁
目
匝
o
蜆
何
i
o
『
く
血
目
↓
冒
『
目
ヨ
蜆
o
o
『
頸
『
異
一
；
目
o
『
冨
昌
g
三
〇
…
価
『
o
ヨ
目
目
旦
o
而
『
剋
片
『
而
く
o
『
蜆
自
蜆
巾
撃
一
一
一
〇
昌
目
曲
蜆
耐
昌
目
彗
＝
＞
旦
胆
而
蜆
耐
－
ヨ
訂
；
。

零
『
o
肩
鶉
窒
昌
昌
；
二
三
彗
旨
彗
『
ぎ
實
冊
豊
i
實
g
旨
g
；
旨
暮
彗
一
；
ε
芭
窒
旦
o
g
8
g
竪
彗
冨
蜆
児
o
ユ
竃
言
『
I

　
b
二
葦
r
て
く
；
．
ゴ
N
ー
デ
⑩
．
一
邑
竃
暮
、
旨
募
目
…
蟹
．
冒
君
二
：
竃
9
蜆
召
鷺
8
一
一
彗
O
召
募
二
蜆
9
葦
量
、
O
冨
8
彗
一
賢
遣
巨
忌
；
．
而
；
；
O
旨
饒
算
一
＜
価
；

彗
冨
昌
蜆
9
彗
艘
蜆
－
目
≡
＝
蜀
け

　
b
二
§
1
竃
、
1
×
×
×
昌
－
；
曽
－
一
2
1
竃
一
N
』
－
5
一
蟹
昌
旨
団
二
巨
塞
昌
く
；
0
9
巨
＝
蜆
O
巨
誉
『
一
胴
『
き
竃
…
葦
蜆
；
§
；
；
量
望
彗
塞
目
O
言
畠
：
O
艮
O
…
島
’
8
0
『
一
9

彗
冨
目
く
昌
箒
O
『
彗
ぎ
巨
庄
一
三
量
二
印
冨
目
ま
二
〇
S
σ
巨
5
ぎ
妻
冨
竃
O
…
邑
…
一
ξ
邑
巨
冒
彗
ぎ
冒
ぎ
一
蜆
膏
ま
O
罵
O
O
費
0
1
≦
冨
實
昌
一
遺
罵
ぎ
O
冒
鼠
く
嘉
き
団
吊
当
・

冨
自
葦
一
昌
自
葦
ぎ
賢
邑
庄
窪
昌
一
ξ
τ
黒
2
；
庁
≦
冨
而
9
易
印
一
蜆
庁
宗
O
昌
自
旨
冨
き
9
巨
豪
－

　
福
永
前
掲
書
　
下
四
六
頁
竈
「
名
與
身
敦
親
。
身
輿
貨
敦
多
。
得
與
亡
熟
病
竈
是
故
甚
愛
必
大
費
。
多
蔵
必
厚
亡
。
知
足
不
辱
。
知
止
不
殆
。
可
以
長
久
。
」

　
－
昌
暑
ξ
易
（
冒
。
プ
§
軋
　
＾
注
㈹
）
参
照
。

　
福
永
前
掲
書
　
下
五
一
頁
以
下
。
「
大
成
若
鉄
。
其
用
不
弊
。
大
盈
若
沖
。
其
用
不
窮
。
大
直
着
屈
。
大
巧
若
拙
。
大
癖
若
調
む
躁
勝
寒
。
静
勝
熱
。
清
譲
爲
天
下
正
。
」

　
福
永
前
掲
書
　
下
一
八
九
頁
鉋

　
福
永
前
掲
書
　
下
一
五
二
頁
。
「
天
下
皆
謂
。
我
道
大
似
不
肖
。
夫
唯
大
む
故
似
不
肖
。
若
肖
。
久
夷
其
細
夷
夫
。
」

　
b
軸
由
S
L
一
す
岨
く
一
Z
，
メ
ド
H
閉
－
声
O
〇
一
N
，
凪
O
．
O
『
箒
O
『
．
ζ
弓
印
昏
O
ガ
痒
顯
σ
軸
O
目
P
冨
‘
O
冨
一
＝
軸
碧
市
9
0
国
巨
蜆
P
O
目
『
0
9
三
冨
目
O
目
旦
軸
σ
竈
巨
O
O
昌
ヨ
目
邑
O
凹
ユ
O
ヨ
目
亭
；
閉
一
〇
三
画

聖
蜆
多
皆
畠
三
宕
鼻
毒
ら
貞
顯
邑
o
這
邑
彗
ε
『
1

　
こ
の
〈
曇
o
冨
〉
と
は
，
愚
者
、
俗
入
、
素
人
等
多
義
的
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
あ
え
て
日
本
語
に
訳
さ
ず
に
使
用
す
る
。
こ
の
多
義
性
に
つ
い
て
は
、
筆
者
の
他

の
論
文
「
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
昏
O
冨
篇
に
お
け
る
く
曇
O
冨
V
像
に
つ
い
て
」
＾
和
歌
山
大
学
教
育
学
部
紀
要
、
人
文
科
学
第
三
〇
集
＾
一
九
八
一
年
）
一
－

一
五
頁
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
福
永
前
掲
書
　
上
一
五
三
頁
以
下
。
「
絶
學
無
憂
。
唯
之
奥
阿
。
相
去
幾
何
。
善
之
奥
悪
。
相
去
何
若
。
人
之
所
畏
。
不
可
不
畏
。
荒
号
其
未
央
哉
竈
衆
人
配
誰
一
。
如

享
太
牢
。
如
春
登
嚢
。
我
濁
泊
膏
其
未
兆
。
如
嬰
鬼
之
未
核
。
像
榛
号
若
無
所
廉
。
衆
人
皆
有
饒
。
而
我
掲
若
遺
。
我
愚
人
之
心
也
哉
。
滝
沌
号
。
俗
人
昭
昭
。
我
狽
昏
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昏
。
俗
人
察
察
。
我
濁
悶
悶
。
濃
号
其
若
海
。
曜
号
若
無
止
。
衆
人
皆
有
以
。
而
我
掲
頑
似
郡
。
我
婿
桑
於
人
而
貴
食
母
箏
」

㈱
向
ま
へ
§
峯
§
§
哺
≧
｝
奏
塁
曽
帖
ξ
匙
ミ
ぎ
軋
這
ぎ
き
ミ
§
§
、
o
＾
注
㈱
）
2
1
墨
＾
O
↓
H
ミ
ω
一
竃
）
一
く
軸
一
ぎ
§
二
く
；
嵩
≦
二
三
嵩
一
P
帥
ド

㈱
冒
包
8
二
撃
－
L
メ
庁
－
一
〇
〇
’
ω
蜆
』
し
ご
．
ω
碧
轟
曲
巨
彗
－
電
O
轟
呂
軸
自
冊
旨
弩
鼻
ぎ
P
毛
a
冒
置
一
費
ε
目
…
；
幕
9
箏
9
蜆
耐
竃
曽
…
彗
巨
；
肩
9
8
唖
一
巨
P

　
－
§
l
S
二
1
－
ω
1
買
一
N
l
H
⑩
一
〇
〇
邑
；
O
二
竃
；
冨
O
『
竃
一
ζ
忌
…
麦
壁
茎
彗
一
何
；
O
P
O
…
蜆
畠
一
〇
『
婆
肩
二
監
葦
昌
O
…
亭
ε
一
ε
弟
冨
邑
畠
ユ
O
O
易
冒
け

㈱
凄
§
§
膏
易
’
帖
く
一
2
」
8
一
N
，
O
0
1

㈱
　
く
笹
．
b
冊
帖
患
1
＝
す
問
く
一
2
1
戸
N
一
ω
声

㈱
　
す
阯
く
一
声
N
メ
N
l
N
l
切
一
蜆
芭
叉
O
目
巨
饅
目
8
塞
目
O
目
ヨ
弩
8
0
『
算
冥
量
與
暮
冒
く
O
言
目
ま
淳
冒
蜆
畠
国
胴
目
寅
器
O
甘
目
器
O
胃
凹
竈
O
目
砧
団
『
尿
冒
蜆
蜆
耐
目
岨
亭
巳
亭
屋
竃
庁
8
コ
｛
零
硯
ざ
目
O
酎
乱

　
色
目
呂
身
色
冒
彗
O
二
昌
目
一
S
目
｛
O
昌
彗
9
巨
芭
昌
『
置
口
睾
O
巨
冨
冒
亘
O
署
『
§
ε
き
O
冒
邑
鼻
－
O
O
二
冊
…
巨
O
饅
昌
『
何
9
0
二
ま
碧
富
『
O
。
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
思
想
で
は
、

　
．
竃
寒
『
註
O
、
一
．
8
目
さ
互
O
，
一
．
巨
冨
實
雪
O
．
と
い
う
語
が
、
信
仰
と
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
以
下
の
文
献
を
参
照
。
簿
§
自
く
昌
旨
×
≦
鼻
冒
。

　
量
N
l
H
⑩
－
塞
．
塞
1
ω
昌
目
号
き
§
§
二
§
き
竈
§
9
ミ
冨
ぎ
…
こ
§
↓
亀
§
寒
ミ
き
§
旨
§
き
ミ
ミ
婁
§
§
包
嚢
§
巳
ミ
ξ
由
慧
二
三
峯
司
8
轟
（
畠
O
。
⑩
一
竃
－

　
ω
芦
ω
9

㈹
b
二
§
目
；
～
一
屠
ー
ミ
一
N
一
㎝
－
ゴ
異
ぎ
8
窃
二
9
葦
凹
蜆
昌
ま
＝
巨
昌
竃
亘
竃
臣
P
O
冨
昌
肩
0
9
二
實
毒
葦
芭
9
口
2
0
ぎ
鶉
痔
易
ぎ
巨
易
宮
げ
一
黒
邑
巨
邑
彗
暮
竃

　
邊
暮
8
o
敏
o
芦

ω
福
永
前
掲
書
下
一
〇
四
頁
。

幽
福
永
前
掲
書
上
六
七
頁
以
下
。
な
お
老
子
の
く
道
V
が
人
格
的
な
神
で
は
な
く
、
彼
が
信
仰
に
つ
い
て
何
も
言
っ
て
い
な
い
と
し
て
も
、
彼
の
恩
想
に
宗
教
的
要
素

　
が
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
と
い
う
訳
で
は
な
い
。
＾
こ
の
世
界
V
的
な
も
の
を
否
定
す
る
こ
と
が
信
仰
の
重
要
な
要
素
の
一
つ
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ク
ザ
ー
ヌ
ス

　
の
み
な
ら
ず
老
子
に
も
明
ら
か
で
あ
る
埴
例
え
ば
既
に
見
た
よ
う
に
、
一
章
で
彼
は
「
道
の
遣
と
す
べ
き
は
鴬
の
遺
に
あ
ら
ず
、
名
の
名
と
す
べ
き
は
常
の
名
に
あ
ら
ず
。

　
名
無
し
、
天
地
の
始
め
に
は
、
名
有
り
、
万
物
の
母
に
は
。
」
と
畠
冒
う
。
さ
ら
に
老
子
は
、
四
八
箪
で
「
遣
を
為
せ
ば
日
に
損
す
」
べ
し
と
し
、
さ
ら
に
二
〇
章
で
は
、

　
「
我
れ
独
り
人
に
異
な
り
て
食
母
を
貴
ぶ
」
と
教
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

㈹
　
福
永
爾
掲
書
　
下
一
六
三
頁
竈
「
蚕
冒
甚
易
知
。
甚
易
行
。
天
下
莫
能
知
。
莫
能
行
。
言
有
奈
。
事
有
君
。
美
唯
無
知
。
是
以
不
我
知
。
知
我
書
希
。
則
我
者
貴
。
是

　
以
聖
人
鉋
被
褐
懐
玉
。
」

㈱
　
こ
の
『
老
子
－
に
お
け
る
孤
独
性
は
、
既
に
言
及
し
た
四
四
章
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
〈
名
V
の
価
値
が
否
定
さ
れ
て
い
る
点
に
も
明
ら
か
に
現
れ
て
い
る
口
絶
対
者

　
の
前
に
立
つ
者
に
と
っ
て
は
、
固
有
く
名
V
で
さ
え
も
も
は
や
存
在
意
義
を
も
た
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
も
そ
も
固
有
名
と
は
人
間
が
互
い
に
区
別
し
あ
う
た
め
に
の
み

　
必
要
で
あ
る
も
の
な
の
だ
か
ら
。
老
子
に
お
け
る
孤
独
性
に
つ
い
て
は
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
も
「
老
子
は
エ
レ
ミ
ア
や
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
よ
う
な
、
自
ら
の
意
志
に
よ
っ
て

　
で
は
な
く
必
要
に
迫
ら
れ
て
孤
独
と
な
っ
た
太
古
の
人
々
の
一
人
で
あ
る
」
と
記
し
て
い
る
。
（
尿
し
竈
君
易
一
b
s
寒
お
§
、
§
ε
怠
ざ
§
冒
旨
g
畠
＝
岩
竃
］
－
一
ω
一
〇
〇
H
ε

㈱
b
二
怠
－
H
H
；
～
ら
ー
轟
一
皇
§
§
冨
＝
＝
く
三
－
蟹
．
を
参
照
。

㈱
　
b
二
怠
」
ら
ミ
一
累
メ
N
．
嵩
1

㈲
旨
§
§
註
H
一
－
く
一
呂
罫
N
－
ト
ら
邑
巨
ω
昌
冨
雪
冒
ω
8
置
目
二
星
蜆
ε
二
き
冨
賀
O
曇
目
巴
O
O
顯
葦

48工
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㈱
b
二
§
ご
て
く
』
L
ド
N
」
－
⑦
る
巨
．
二
量
O
『
岸
昌
O
巨
一
目
邑
葦
量
＝
蜆
萱
昌
募
冒
；
三
景
；
二
誉
募
註
O
・
葛
帽
曇
登
目
星
O
邑
篶
昌
邑
O
筈
募
轟
昌
目
二
目

　
8
『
o
o
冨
ε
蕩
♂
き
『
芭
8
『
o
ε
1

㈹
－
§
1
2
1
N
戸
N
1
㌣
さ
〇
三
蜆
：
雲
箒
巴
巨
色
暮
；
冨
一
一
葦
二
ξ
彗
O
…
弩
O
暑
畠
一
ぎ
目
彗
一
…
二
〇
一
…
ぎ
二
纐
『
冨
ぎ
冒
；
言
警
・
’

㈱
　
五
六
章
、
福
永
前
掲
書
　
下
一
〇
四
頁
以
下
。
「
知
者
不
言
。
言
者
不
知
。
塞
其
免
。
閉
其
門
。
挫
其
鋭
。
解
其
紛
。
和
其
光
。
同
其
塵
。
是
謂
玄
同
。
敵
不
可
得
而
親
埴

　
不
可
得
而
疎
。
不
可
得
而
利
。
不
可
得
而
害
。
不
可
得
而
貴
。
不
可
得
而
賎
。
故
爲
天
下
貴
。
」

帥
　
福
永
前
掲
書
　
下
五
九
頁
。
「
不
出
戸
。
知
天
下
。
不
閣
隔
。
見
天
道
。
其
出
彌
遠
。
其
知
彌
少
。
是
以
聖
人
。
不
行
而
知
。
不
見
而
名
。
不
爲
而
成
。
」

㈱
　
木
村
薬
一
『
老
子
の
新
研
究
』
（
創
文
社
刊
）
五
九
三
頁
お
よ
び
五
九
六
頁
。

㈱
　
ぎ
胴
易
巨
…
吻
一
〇
喜
婁
§
婁
…
一
9
Z
。
昌
一
量
色
。
〆
9
2
。
ρ
　
さ
ら
に
は
、
ぎ
胴
島
芽
易
一
皇
姑
§
婁
§
一
｛
§
§
ミ
く
員
塞
三
」
印
参
照
血

㈱
O
§
甘
』
；
養
＼
ω
一
2
1
S
－
豊
一
漂
二
管
毒
彗
一
竃
；
艮
ω
O
巨
冒
一
ぎ
ε
O
器
畠
冨
9
巨
冊
自
葦
易
一
8
目
肋
幕
；
邑
彗
自
；
書
0
8
竃
O
零
国
昌
易
ぎ
σ
昌
二
三
§
而
ヨ

　
邊
三
這
毒
君
『
冨
；
昌
雀
｛
岩
‘
o
器
易
匿
舅
ら
突
名
毒
巨
『
o
鼻
目
彗
盲
賀
ε
a
目
…
象
邑
巾
…
肇
竃
宥
胡
o
昌
尾
冒
冒
；
ま
o
｛
老
富
肇
o
鶉
目
－
o
彗
自
目
o
毒
邑
o
ヲ
望
国
〇
三
－

　
§
①
o
冒
目
竃
蜆
雪
雲
巨
尿
目
…
旦
二
碧
篶
匝
窒
智
き
昌
彗
一
罵
駕
『
審
二
竃
二
昌
昌
遣
雷
目
『
o
2
警
冨
篶
o
『
昌
畠
冨
畠
何
片
薯
o
o
o
『
巨
o
畠
げ
…
需
『
竃
目
豊
『
g
彗
8
…
胃
巨
8
篶

　
竃
顯
二
湯
竃
目
…
巨
o
岩
篶
竃
昌
ε
一
嚢
暮
一
g
〇
一
弩
彗
o
篶
o
o
二
窒
g
団
邑
8
目
葦
o
『
彗
昌
…
〇
二
葦
撃
…
昌
冨
彗
段
o
『
二
鼻
目
一
g
冒
一
．
』
二
ε
昌
g
三
＝
＝
一
蜆
名
一
曾
一
ま
二
妄

　
回
何
冨
『
目
凹
g
巨
碧
o
o
吻
色
g
＝
肋
o
昌
巨
o
o
匡
昌
≡
冊
旨
蜆
目
訂
＝
肋
三
蜆
目
蜆
一
凹
暮
o
目
巨
胡
a
曽
o
與
匝
く
蜆
ユ
ー
1
巨
く
巨
o
g
彗
o
o
目
o
亮
巨
o
目
蜆
亭
＝
o
昌
由
＝
冨
『
邊
自
顯
目
；
o
o
目
o
『
蜆
巨
o
目
肋
旨
…
o
蜆
吻
o
自
昌

　
昌
O
ま
三
宗
『
；
8
i
O
窒
何
1

㈲
　
福
永
前
掲
書
上
一
〇
三
頁
。
「
五
色
令
人
目
盲
。
五
音
令
人
耳
聾
。
五
味
令
人
口
爽
。
馳
窮
田
独
。
今
人
心
護
狂
凸
難
得
之
貨
。
令
人
行
妨
。
是
以
聖
人
曲
爲
腹
不

　
爲
目
竈
故
去
彼
取
此
。
」

㈱
　
．
、
昌
砦
o
筆
冒
冒
…
皇
．
．
（
世
界
の
成
り
立
ち
）
＾
9
ミ
、
o
。
；
さ
き
一
宕
、
竃
一
N
，
o
■
）

㈱
　
一
．
隻
老
易
豪
0
8
a
昂
．
、
＾
魂
の
整
い
の
よ
さ
）
（
皇
盲
婁
；
X
く
ト
〇
一
Z
。
蓬
一
N
．
O
O
－
）

㈱
　
．
．
邑
冒
巨
昌
三
目
．
、
＾
補
助
手
段
）
＾
§
§
§
↓
、
H
．
＝
く
一
尾
、
H
o
。
一
景
．
）

㈱
　
例
え
ぱ
皇
§
§
‘
ω
｛
1
一
＝
く
一
2
尾
－
畠
－
山
o
。
参
照
。

㈹
b
二
§
一
一
て
く
ら
」
p
N
」
べ
－
畠
；
慧
；
：
二
雪
巨
s
蜆
畳
窒
蔓
；
冒
享
o
昌
旨
島
・
o
巨
o
婁
；
o
ζ
＝
墓
賀
o
量
庄
竃
o
蟹
晶
易
冨
巨
o
篶
耐
｛
賢
…
目
一
鼻
邑
冨
・

　
σ
姜
箒
凱
象
ユ
o
邑
号
窒
旨
｛
o
量
曽
…
．

㈹
知
恵
の
分
有
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
b
二
§
－
』
喧
く
一
2
■
曽
一
N
，
H
－
－
崖
一
要
君
O
婁
竃
芦
鼻
窒
O
雪
巨
団
冒
重
き
二
〇
；
尿
く
弩
庁
篶
o
召
冨
ぎ
二
黒
ぎ
一
一
巨

　
○
量
砧
旨
黒
邑
幕
葦
奪
巾
目
き
塞
蟹
昌
O
O
O
暮
0
9
婁
ω
畳
9
巨
書
葛
ま
暑
9
1
．
．
も
二
恩
1
＝
二
＜
ら
」
〇
一
N
l
－
ゴ
葦
O
；
二
二
ま
葦
＝
畳
昌
冨
：
…
巨
O
昌
㍗

　
σ
＝
吻
『
o
巨
o
巾
軸
一
…
一
吻
砧
§
；
－
＜
一
＝
－
×
く
く
H
一
z
．
ω
〇
一
N
．
H
虫
－
∵
宛
価
巨
o
g
巨
o
『
o
津
目
ユ
硯
く
o
蜆
巨
曾
目
目
↓
ユ
目
岸
邑
巨
ω
一
ぎ
目
団
胴
自
山
2
肇
目
冊
o
『
匝
箒
自
『
由
『
目
昌
o
o
冨
目
ま
芭
｝
g
工
仰
ヨ
堅
明
－

　
○
畠
三
〇
畠
塞
旦
s
巨
ヨ
一
一
二
目
o
量
冨
巨
σ
o
昌
竈
ω
〇
三
言
蜆
ω
彗
o
箒
．

㈱
　
そ
れ
故
に
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
に
お
い
て
は
以
下
の
よ
う
な
知
恵
へ
の
到
達
に
い
た
る
段
階
的
前
進
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
三
段
階
で
示
さ
れ
る
。
一
、
永
遠

　
な
る
知
恵
に
つ
い
て
読
ん
で
知
る
こ
と
の
で
き
る
範
囲
で
の
知
。
し
か
し
当
然
そ
れ
は
不
十
分
で
あ
る
。
＾
例
え
ば
、
b
二
§
－
；
冊
く
一
Z
。
冨
一
N
一
窯
一
。
＝
邑
O
；
鶉
9
一

0螂
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冨
昌
窒
冨
昌
彗
竃
筥
彗
夢
冒
目
昌
署
寒
呂
邑
亮
撃
o
畠
蜆
ま
言
窒
一
晶
…
巨
『
）
二
、
人
聞
の
本
性
に
由
来
し
て
知
性
に
お
い
て
働
い
て
い
る
も
の
と
し
て
の
、
知
恵
の

　
予
備
的
味
わ
い
。
（
例
え
ば
、
b
二
怠
L
；
帖
く
一
2
」
－
一
N
L
1
①
。
9
昌
昌
巨
も
竃
蜆
毒
き
顯
蜆
i
三
巨
誉
二
目
冨
自
冊
9
自
ω
二
、
、
、
目
蜆
。
ゴ
葭
σ
9
0
目
豊
夢
昌
8
目
目
9
。
『
算
彗

婁
馨
蜆
茎
。
…
…
；
目
彗
葦
二
巨
5
貫
巳
・
一
葦
竃
き
二
畠
二
…
ω
≡
二
嚢
窪
慧
巨
葦
昌
o
・
與
血
、
価
、
。
一
目
何
。
蜆
冊
、
。
o
。
、
一
餉
蜆
価
蜆
。
、
、
而
F
血
一
、
而
七
。
、
一
、
。
F

葦
註
馨
§
ζ
；
芸
冒
葦
竃
竃
：
墓
膏
－
国
；
自
一
…
一
；
巨
量
・
旨
邑
く
秦
呈
暑
…
；
…
屋
一
目
葦
萎
巨
；
暮
自
巨
舳
轟
。
き
竃
・
；
一
、

　
何
憧
に
到
達
可
能
で
あ
る
よ
う
な
仕
方
に
よ
っ
て
知
性
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
、
知
恵
の
最
高
に
甘
美
な
味
わ
い
。
（
例
え
ば
、
b
雨
、
昌
や
－
、
す
咄
く
一
z
■

｛
。
①
1
N
l
↓
■
⑩
ま
嚢
…
幕
昌
言
ζ
…
助
三
菱
膏
・
二
…
軸
蜆
一
貴
曇
竃
暮
＝
馨
国
＝
奪
書
葛
葦
婁
而
邑
≡
員
。
目
置
菱
…
婁
O
自
姜
箒
；
自
邑
。
冒

　
邑
晶
冨
冨
巨
o
冨
胴
冨
巨
窃
≡
画
冒
o
旦
o
｛
o
君
幕
g
暮
す
潟
冨
）

㈹
　
福
永
前
掲
書
　
下
八
二
頁
。
「
既
得
其
母
。
復
知
其
子
。
既
知
其
子
。
復
守
其
母
。
没
身
不
殆
。
」

㈱
b
こ
§
．
§
．
H
弓
＝
一
ω
．
H
婁
N
1
葦

㈱
　
こ
の
点
へ
の
関
連
か
ら
、
こ
の
書
物
に
お
い
て
ク
ザ
ー
ヌ
ス
が
「
驚
き
」
と
い
う
表
現
を
頻
用
し
て
い
る
こ
と
に
、
わ
れ
わ
れ
は
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
、
弁
論
家
が

　
イ
デ
ィ
オ
ー
タ
に
よ
っ
て
初
め
て
世
界
に
つ
い
て
の
驚
き
に
導
か
れ
る
の
に
対
し
て
、
哲
学
者
は
自
ら
世
界
が
驚
く
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く
こ
と
が
で
き
る
存

　
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
旨
§
§
尉
－
｝
阯
く
一
2
。
胃
一
N
㎝
1
｛
、

㈱
き
｝
魯
ミ
望
§
H
一
肉
N
（
霧
N
げ
二
序
）
訳
文
は
出
隆
訳
に
よ
る
。
（
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集
』
＾
岩
波
書
店
刊
〕
）
な
お
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
こ
の
箇
所
は
、
ク
ザ
ー

　
ヌ
ス
自
身
も
彼
の
主
著
『
知
あ
る
無
知
』
S
軸
邑
S
こ
§
・
＝
一
ω
・
N
一
N
・
H
－
日
本
語
訳
『
知
あ
る
無
知
』
四
頁
）
等
で
引
用
し
て
い
る
埴

㈱
§
§
菖
二
1
＝
く
一
＝
8
一
二
－
一
三
邑
而
遺
・
＝
胴
・
…
一
葦
…
ミ
§
§
§
篶
ニ
ニ
一
…
…
后
自
暮
回
獺
、
…
§
、
さ
、
一
篶
茗
一
・
一
二
、
。
、
…
巨
目
蜆

　
潟
『
緊
旨
冊
g
8
冨
8
…
巨
二
；
o
巨
冒
葦
竃
蜆
雪
望
げ
二
昂
．
＾
強
調
は
引
用
者
）
こ
の
文
の
う
ち
、
と
り
わ
け
．
ω
旨
巨
昌
彗
o
。
。
一
、
一
目
葭
。
－
昌
国
目
、
｛
。
閉
一
団
目
一
．
と
い
う
恩
想
か
ら

　
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
イ
デ
ィ
オ
ー
タ
に
は
、
孤
独
性
で
は
な
く
、
共
同
性
が
成
立
し
う
る
の
で
あ
ろ
、
つ
む

㈱
　
例
え
ば
、
b
二
§
－
一
巨
帖
く
一
2
」
9
N
・
ぺ
に
お
い
て
説
か
れ
て
い
る
。

㈱
　
福
永
前
掲
書
　
上
四
四
頁
以
下
。

㈹
　
「
玄
」
と
い
う
語
は
、
一
、
六
、
十
、
十
五
、
五
一
、
五
六
、
六
五
の
各
章
に
お
い
て
、
全
都
で
十
一
回
，
老
子
』
に
現
れ
て
い
る
直

㈹
　
老
子
に
お
い
て
「
玄
」
が
優
越
す
る
こ
と
は
、
二
十
章
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
は
「
俗
人
は
昭
昭
た
る
も
、
我
れ
独
り
蕎
昏
た
り
」
と
さ
れ
て
い
る
邊
つ

　
ま
り
・
こ
の
「
昏
昏
た
る
我
れ
」
、
つ
ま
り
老
子
の
イ
デ
ィ
オ
ー
タ
こ
そ
が
〈
道
〉
の
近
く
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
〈
適
V
が
「
玄
」
（
く
ろ
）
で
あ
る
と

　
い
う
恩
想
は
水
墨
画
に
も
典
型
的
に
見
出
し
う
る
。
ち
な
み
に
井
筒
俊
彦
は
、
そ
の
著
書
、
ミ
婁
§
ま
怠
ミ
帖
吐
婁
s
事
－
要
包
§
｛
§
姜
（
寄
冒
σ
艮
σ
耐
一
ユ
與
冒
げ
、
、
晒
H
竃
①
）
o
o

　
H
ω
貨
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
「
そ
の
同
時
代
人
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
5
三
…
胴
〔
と
い
う
水
墨
画
の
大
家
〕
は
じ
ぶ
ん
の
絵
の
表
面
全
体
を
霧
で
覆
い
尽

　
く
し
て
、
そ
こ
に
何
か
が
存
在
す
る
が
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
は
分
か
ら
な
い
と
い
う
よ
う
に
描
い
た
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
禅
と
共
に
水
墨
画
の
発
展
に
大
き
な
影
響

　
を
与
え
た
道
教
の
教
え
と
完
全
に
一
致
し
て
い
る
。
5
三
…
胴
の
作
品
は
ま
さ
に
老
子
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
た
よ
う
な
〈
道
〉
の
絵
画
的
表
現
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
」

㈱
旨
e
§
。
竃
甘
、
旨
；
さ
H
一
2
｛
N
一
N
睾
、
く
色
O
目
；
＝
昌
蔓
篶
S
ヨ
筥
昌
一
…
赤
而
け
；
旨
冨
ぎ
8
0
畠
彗
雪
巴
目
…
目
蜆
里
q
何
冒
一
。
凹
。
さ
ら
に
先
に
注
吃
⑪
で
引
用
し
た

　
ξ
目
一
§
畠
の
一
節
、
「
一
切
の
暗
さ
が
存
在
し
な
い
あ
の
到
達
不
可
能
な
光
」
も
参
照
。
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㈲
　
老
子
も
こ
の
思
想
に
無
縁
で
は
な
い
。
四
五
章
、
六
七
章
、
七
八
章
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
骨
註
鯛
、
臼
⑰
、
馴
参
照
。

㈹
　
導
｛
§
一
塞
芦
H
O
〇
一
累
竃
一
N
l
O
。
’

㈱
　
な
お
、
ト
リ
ア
で
の
拙
い
ド
イ
ツ
語
に
よ
る
講
演
の
際
に
は
、
そ
れ
を
詫
び
な
が
ら
拙
論
の
理
解
を
求
め
て
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
お
よ
び
老
子
か
ら
の
次
の
引
用
を
も
づ
て

　
締
め
括
っ
た
。

　
「
創
造
主
の
本
質
の
把
握
に
関
し
て
は
、
学
問
的
探
究
は
寸
足
ら
ず
に
な
る
。
そ
し
て
知
恵
は
無
知
と
み
な
さ
れ
、
言
葉
の
優
美
さ
は
た
ん
な
る
無
駄
口
と
見
な
さ
れ
る

　
の
で
あ
る
。
」
（
ク
ザ
ー
ヌ
ス
『
知
あ
る
無
劾
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
ラ
ピ
・
サ
ラ
モ
ン
の
言
葉
）
＾
§
匙
S
二
窒
－
一
一
Φ
一
＝
一
ω
、
ω
ゴ
N
、
；
二
着
崎
、
大
出
訳
｝
釦
あ
る

　
無
知
』
（
四
一
頁
）
）

　
「
賃
言
は
美
な
ら
ず
、
善
言
は
信
な
ら
ず
。
善
な
る
者
は
韓
ぜ
ず
、
韓
ず
る
者
は
善
な
ら
ず
。
知
る
者
は
博
か
ら
ず
、
博
き
者
は
知
な
ら
ず
。
」
〈
老
子
，
適
徳
経
』
八
一

　
章
、
福
永
前
掲
書
　
下
二
〇
三
頁
以
下
。
一

874


