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教
養
に
不
可
欠
な
何
か
と
し
て
の
自
己
知

ー
ア
ベ
ラ
l
ル
倫
理
思
想
を
手
が
か
り
に
｜

水

嶋

哲

也

あ
な
た
が
、
私
の
賞
賛
を
斥
け
て
い
る
の
は
よ
ろ
し
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
あ
な
た
は
、
一
層
称
賛
に
値
す
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
書
に
も
「
義
し
き
者
は
先
ず
己
を
責
む
」
（
篇
言
問
一
口
）
と
記
さ
れ
て
あ
り
、
ま
た
「
己
を
卑
う

す
る
者
は
高
う
せ
ら
る
」
（
ル
カ
同
一
一
同
）
と
記
さ
れ
て
あ
る
。
だ
が
あ
な
た
の
心
の
中
も
、
あ
な
た
の
お
手
紙
に
書
い
た

通
り
で
あ
っ
て
く
れ
れ
ば
い
い
が
！
も
し
心
で
も
そ
の
と
お
り
だ
と
す
る
と
、
あ
な
た
の
謙
譲
は
本
物
で
あ
っ
て
、
私
の

言
葉
な
ど
に
よ
っ
て
損
な
わ
れ
る
心
配
は
な
い
。
だ
が
、
賞
賛
を
避
け
る
よ
う
に
見
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
賞
賛

を
求
め
た
り
、
口
で
斥
け
て
い
る
こ
と
を
心
で
欲
し
た
り
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
注
意
し
て
ほ
し
い
。
こ
の
こ
と
に
関

し
、
聖
ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
は
童
貞
女
エ
ウ
ス
ト
キ
ウ
ム
に
対
し
て
、
他
の
こ
と
に
交
え
て
こ
う
言
っ
て
い
る
、
「
我
々
は
、
自

然
に
具
わ
る
悪
い
傾
向
に
導
か
れ
が
ち
で
あ
る
。
自
分
に
へ
つ
ら
う
者
に
対
し
て
我
々
は
好
ん
で
耳
を
か
す
。
そ
し
て
自

分
は
そ
の
賞
賛
に
当
た
ら
な
い
と
反
対
し
、
ま
た
さ
か
し
き
恥
じ
ら
い
の
色
で
面
を
染
め
な
が
ら
、
内
心
で
は
そ
の
賞
賛

に
対
し
て
喜
ん
で
い
る
」
。

『
ア
ベ
ラ

1
ル
と
エ
ロ
イ
l
ズ
｜
｜
l

愛
と
修
道
の
手
紙
｜
｜
』

（
岩
波
文
庫
・
畠
中
尚
志
訳
）
第
五
書
簡
よ
り

ム

／、
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教養に不可欠な何かとしての自己知

I

「
教
養
」
と
は
何
か

「
教
養
」
と
は
そ
も
そ
も
何
で
あ
ろ
う
か
？
こ
の
間
に
正
面
か
ら
答
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
本
論
考
に
お
い
て
目
指
さ
れ
て
は
い
ず
、

む
し
ろ
別
の
方
面
か
ら
「
教
養
」
に
関
連
す
る
問
題
を
取
り
扱
っ
て
み
た
い
。
つ
ま
り
、
ど
の
よ
う
な
も
の
が
「
教
養
」
と
呼
ば
れ
て
い

る
か
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
な
者
が
「
教
養
人
」
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
の
確
認
を
議
論
の
出
発
点
と
し
て
、
「
教
養
人
」

の
原
初
形
態
と
も
言
え
る
一
二
世
紀
知
識
人
の
一
サ
ン
プ
ル
（
つ
ま
り
、
上
記
引
用
の
ア
ベ
ラ
l
ル
）
の
倫
理
思
想
を
手
が
か
り
に
、
「
教

養
」
に
は
そ
も
そ
も
何
が
必
要
で
あ
ろ
う
か
？
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
論
じ
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

さ
て
、
現
在
我
々
は
ど
の
よ
う
な
も
の
を
「
教
養
」
と
呼
ん
で
い
る
だ
ろ
う
か
。
実
の
と
こ
ろ
、
「
教
養
」
と
言
う
語
は
多
義
的
で
あ
っ

て
、
例
え
ば
鷲
田
小
輔
太
氏
は
教
養
を
、
古
典
な
ど
は
読
ま
ず
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
を
ひ
た
す
ら
観
る
方
が
獲
得
で
き
る
よ
う
な
も
の
だ
と
、

あ
る
い
は
読
書
を
す
る
に
し
て
も
、
小
説
で
も
マ
ン
ガ
で
も
乱
読
す
れ
ば
得
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
が
教
養
だ
と
言
う
。
こ
の
よ
う
な
意
味

で
の
「
教
養
」
は
世
の
中
を
渡
っ
て
い
く
に
際
し
て
意
図
せ
ぬ
と
き
に
役
に
立
つ
よ
う
な
「
雑
学
」
と
も
呼
ん
で
よ
い
よ
う
な
類
の
知
識

で
あ
ろ
う
。
本
論
考
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
教
養
」
を
扱
う
つ
も
り
は
な
い
。

そ
も
そ
も
近
代
日
本
に
お
い
て
「
教
養
」
と
い
う
言
葉
は
大
正
時
代
以
降
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
理
念
を
初
め
て
明
確
に
打
ち
出
し
た

の
は
、
「
す
べ
て
の
芽
を
培
え
」
と
表
現
し
た
和
辻
哲
郎
で
あ
る
と
一
言
わ
れ
る
。
歴
史
的
に
は
、
日
露
戦
争
の
勝
利
後
、
儒
教
や
武
士
道
の

衰
退
と
も
あ
い
ま
っ
て
、
他
国
に
対
し
て
倣
慢
・
不
遜
な
態
度
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
日
本
、
専
門
分
野
に
閉
じ
こ
も
っ
た
技
術
者
が
帽

を
利
か
せ
、
拝
金
主
義
が
蔓
延
す
る
、
そ
う
い
っ
た
社
会
状
況
に
危
機
感
を
感
じ
た
者
た
ち
が
打
ち
出
し
た
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
る
。
そ
れ

で
は
、
日
本
に
は
そ
れ
以
前
、
「
教
養
」
に
相
当
す
る
も
の
は
な
か
っ
た
の
か
と
言
え
ば
そ
う
で
も
な
い
よ
う
だ
、
赤
塚
行
雄
氏
に
よ
れ
ば
、

和
辻
の
教
養
理
念
は
新
渡
戸
稲
造
の
「
養
神
」
理
念
に
源
泉
を
求
め
る
事
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
新
渡
戸
は
、
以
前
か
ら
日
本
語
に
あ
っ

た
「
修
養
」
を
、
道
徳
の
実
践
、
あ
る
い
は
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
と
い
う
意
味
で
の
「
修
身
」
と
、
文
学
、
芸
術
、
哲
学
、
宗
教
、
歴
史
等
を



学
ぶ
事
で
人
格
を
陶
冶
す
る
と
い
う
意
味
で
の
「
養
神
」
と
に
区
別
し
、
さ
ら
に
当
時
の
二
局
に
あ
っ
た
「
栄
華
の
巷
、
低
く
見
」
る
「
寵

城
主
義
」
を
批
判
し
て
、
「
ヨ
リ
世
界
的
」
「
ヨ
リ
人
類
的
」
「
ヨ
リ
内
面
的
」
な
名
著
に
親
し
む
と
い
う
の
を
奨
励
し
た
。
森
戸
辰
男
に
よ

れ
ば
、
新
渡
戸
に
よ
る
読
書
の
奨
励
は
、
。

B
o
z
－n巳
E
B
を
目
指
し
て
の
も
の
で
あ
っ
て
、
多
読
博
覧
、
博
学
多
識
を
目
指
し
た
も
の

で
は
決
し
て
な
か
っ
た
。

教養に不可欠な何かとしての自己知

こ
の
よ
う
に
見
て
み
れ
ば
、
新
渡
戸
・
和
辻
の
「
教
養
」
の
理
念
こ
そ
、
現
在
の
大
学
制
度
に
お
け
る
「
教
養
教
育
」
の
目
指
し
て
い

る
（
あ
る
い
は
、
目
指
し
て
い
た
）
目
標
で
あ
る
と
分
か
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
教
養
教
育
」
の
理
想
と
し
て
語
ら
れ
る
姿
は
と
も
か
く

と
し
て
、
実
際
の
大
学
教
育
に
お
い
て
は
、
新
渡
戸
の
嫌
悪
し
た
紋
切
り
型
で
無
思
想
・
無
情
熱
な
講
義
が
多
数
を
占
め
る
と
い
う
の
が

現
状
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
「
教
養
あ
る
人
」
と
い
う
の
は
「
も
の
知
り
な
人
」
「
博
学
な
人
」
と
い
う
程
度
の
意
味
と
な
り
、
実
際
、
人

文
系
の
大
学
教
授
の
中
に
も
、
先
に
取
り
上
げ
た
鷲
田
の
よ
う
に
、
博
学
多
識
を
も
っ
て
「
教
養
」
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
者
さ
え
い
る
。

新
渡
戸
・
和
辻
の
後
輩
た
ち
の
中
か
ら
、
巷
の
民
を
低
く
見
る
よ
う
な
「
エ
リ
ー
ト
」
意
識
に
凝
り
固
ま
っ
た
偏
狭
な
人
物
が
次
々
と
出

て
、
例
え
ば
官
僚
と
な
っ
て
国
を
食
い
潰
そ
う
と
さ
え
し
て
い
る
現
状
は
、
彼
ら
が
最
も
避
け
た
か
っ
た
事
態
で
は
な
い
か
。
私
見
で
は
、

「
す
べ
て
の
芽
を
培
え
」
的
な
一
般
教
育
、
様
々
な
分
野
の
様
々
な
知
識
を
教
え
込
む
事
と
、
人
格
の
陶
冶
で
あ
る
べ
き
教
養
の
獲
得
と

の
聞
に
は
歴
然
と
し
た
断
絶
が
あ
っ
て
、
そ
の
断
絶
は
跳
躍
し
な
け
れ
ば
、
教
養
に
似
て
非
な
る
「
街
学
」
に
陥
っ
て
し
ま
う
と
考
え
る
。

そ
の
跳
躍
を
可
能
に
す
る
も
の
こ
そ
、
「
教
養
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
」
な
も
の
と
一
言
守
え
る
よ
う
な
何
か
で
あ
り
、
本
論
考
で
考
察
し
た
い

事
柄
で
あ
る
。

II 

一
ニ
世
紀
欧
州
と
い
う
時
代
と
ア
ベ
ラ
l
ル
と
い
う
知
識
人

日
本
の
現
状
に
お
け
る
教
養
衰
退
の
形
は
、
明
治
政
府
が
手
本
と
し
た
近
代
ド
イ
ツ
に
既
に
存
在
し
て
い
た
と
言
え
る
。
い
わ
ゆ
る
ド

イ
ツ
独
自
の
エ
リ
ー
ト
階
級
で
あ
る
「
教
養
市
民
層
」
に
お
い
て
、
非
教
養
層
を
軽
蔑
す
る
悪
し
き
「
エ
リ
ー
ト
」
意
識
と
排
他
性
が
み

六
五
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ら
れ
、
ま
た
教
育
制
度
が
彼
ら
の
既
得
権
益
を
守
っ
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
来
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い

て
「
教
養
人
」
あ
る
い
は
「
知
識
人
」
の
姿
は
そ
う
で
な
か
っ
た
は
ず
で
、
我
々
は
彼
ら
の
要
件
で
あ
る
大
学
教
育
（
も
し
く
は
そ
れ
に

相
当
す
る
よ
う
な
高
等
教
育
）
を
遡
っ
て
ゆ
け
ば
、
彼
ら
と
は
、
い
や
現
代
日
本
の
知
識
人
た
ち
と
も
異
な
る
知
識
人
の
姿
を
見
る
こ
と

に
な
る
。
即
ち
、
大
学
制
度
が
整
備
さ
れ
る
一
三
世
紀
に
先
立
つ
一
二
世
紀
に
お
い
て
、
講
義
を
生
業
と
す
る
職
業
的
知
識
人
た
ち
が
都

市
部
に
現
わ
れ
始
め
た
。
私
が
言
い
た
い
の
は
そ
の
中
に
あ
っ
て
も
、
パ
リ
と
そ
の
近
郊
を
舞
台
に
活
躍
し
、
西
欧
中
に
名
声
を
轟
か
せ

た
ピ
エ

l
ル
・
ア
ベ
ラ
l
ル
（
ラ
テ
ン
名
一
ペ
ト
ル
ス
・
ア
ベ
ラ
ル
ド
ゥ
ス

pw許可
5
〉

σ
g
g
Eロ
印
）
の
こ
と
で
あ
る
。

当
時
、
西
欧
は
各
都
市
が
勃
興
し
、
最
初
の
官
僚
都
市
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
芸
術
に
お
い
て
は
ロ
マ
ネ
ス
ク
か
ら
ゴ
シ
ッ
ク
様

式
へ
と
移
り
始
め
、
社
会
的
に
は
貨
幣
経
済
が
発
達
し
、
ロ
ー
マ
法
も
復
興
さ
れ
た
。
文
学
に
お
い
て
は
ラ
テ
ン
文
学
が
、
古
典
、
韻
文
、

散
文
に
お
い
て
古
典
的
な
様
式
、
新
し
い
様
式
に
お
い
て
復
興
し
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
西
欧
各
国
に
お
い
て
自
国
語
に
よ
る
著
述
も
さ

か
ん
に
な
っ
た
。
そ
し
て
学
問
分
野
に
お
い
て
は
、
東
方
か
ら
ギ
リ
シ
ャ
・
ア
ラ
ビ
ア
風
の
数
学
、
天
文
学
、
哲
学
が
入
っ
て
き
始
め
た
、

そ
う
い
う
時
代
で
あ
る
。
こ
れ
ら
古
典
の
復
興
と
新
し
い
芸
術
、
社
会
形
態
、
自
由
な
気
風
、
等
々
を
も
っ
て
当
時
の
西
欧
は
「
一
二
世

紀
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」
と
呼
ば
れ
る
が
、
ア
ベ
ラ
｜
ル
は
、
そ
の
一
二
世
紀
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
知
識
人
と
し
て
し
ば
し
ば
真
っ
先
に
名
前
を

挙
げ
ら
れ
る
よ
う
な
、
一
二
世
紀
を
ま
さ
に
特
徴
づ
け
て
い
る
人
物
の
一
人
で
あ
る
。
ア
ベ
ラ
l
ル
に
関
し
て
最
も
評
価
さ
れ
る
べ
き
な

の
は
彼
の
学
問
上
の
業
績
で
あ
り
、
既
成
通
念
か
ら
の
自
由
さ
、
鋭
敏
で
理
知
的
な
思
考
、
知
識
に
対
す
る
貧
欲
さ
な
ど
、
明
ら
か
に
彼

は
論
理
学
者
と
し
て
、
そ
し
て
哲
学
者
と
し
て
も
、
お
そ
ら
く
は
知
識
人
一
般
と
し
て
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
を
通
じ
て
屈
指
の
存
在
で

あ
ろ
う
。
だ
が
し
か
し
、
今
日
の
我
々
に
彼
の
名
を
知
ら
し
め
て
い
る
の
は
彼
の
学
問
的
業
積
よ
り
も
む
し
ろ
、
西
洋
史
上
、
き
わ
め
て

有
名
な
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
（
恋
愛
事
件
）
と
そ
の
後
の
書
簡
の
方
で
あ
ろ
う
。

彼
は
一

O
七
九
年
、
騎
士
階
級
の
家
の
長
男
と
し
て
プ
ル
タ
l
ニ
ュ
地
方
の
パ
レ
に
生
ま
れ
た
。
学
問
を
好
ん
だ
彼
は
、
実
物
の
剣
の

代
わ
り
に
論
理
学
の
剣
を
取
り
、
各
地
を
遍
歴
し
た
後
、
学
問
の
中
心
パ
リ
に
至
る
。
ほ
ど
な
く
し
て
、
騎
士
が
槍
試
合
で
ラ
イ
バ
ル
を
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打
ち
負
か
す
よ
う
に
、
彼
は
師
で
あ
る
シ
ャ
ン
ポ
l
の
ギ
ョ

1
ム
を
議
論
で
打
ち
負
か
し
て
名
声
を
得
る
。
そ
し
て
推
定
で
は
一
一
一
四

年
頃
、
三

O
代
中
頃
で
あ
っ
た
ア
ベ
ラ
1
ル
は
そ
の
名
声
の
中
で
「
情
欲
の
手
綱
を
緩
め
始
め
た
」
、
つ
ま
り
ま
だ
見
ぬ
貴
婦
人
に
恋
す
る

物
語
の
中
で
語
ら
れ
る
騎
士
の
よ
う
に
、
当
時
、
才
色
兼
備
と
名
高
か
っ
た
エ
ロ
イ
l
ズ
と
い
う
ま
だ
見
ぬ
少
女
に
恋
を
し
た
の
で
あ
る
。

彼
は
、
彼
女
の
保
護
者
で
あ
る
叔
父
の
フ
ュ
ル
ベ

l
ル
と
交
渉
し
て
、
彼
女
の
家
庭
教
師
を
務
め
る
こ
と
を
条
件
に
し
て
フ
ュ
ル
ベ

i
ル

の
家
に
下
宿
を
得
る
。
「
我
々
は
ま
ず
家
を
一
に
し
、
次
い
で
心
を
一
に
し
た
」
、
そ
し
て
「
教
育
と
い
う
口
実
の
も
と
に
我
々
は
全
く
愛

に
没
頭
し
た
」
と
彼
は
言
う
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
彼
女
の
保
護
者
に
知
れ
な
い
は
ず
は
な
く
、
つ
い
に
は
フ
ュ
ル
ベ

l
ル
の
激

し
い
怒
り
を
買
い
引
き
離
さ
れ
て
し
ま
う
。
だ
が
エ
ロ
イ
l
ズ
は
既
に
身
寵
っ
て
い
た
の
で
ア
ベ
ラ
l
ル
は
彼
女
を
そ
の
叔
父
の
元
か
ら

さ
ら
っ
て
し
ま
い
、
当
然
、
そ
の
叔
父
の
怒
り
に
油
を
そ
そ
ぐ
こ
と
に
な
る
。
ア
ベ
ラ
l
ル
は
フ
ュ
ル
ベ

l
ル
に
エ
ロ
イ
l
ズ
と
の
結
婚

を
約
束
し
た
（
こ
の
結
婚
自
体
は
フ
ュ
ル
ベ

l
ル
も
望
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
）
後
、
彼
女
を
一
時
的
に
修
道
院
に
か
く
ま
っ
て
も
ら
う
。

し
か
し
こ
れ
が
エ
ロ
イ
l
ズ
の
親
族
に
、
ア
ベ
ラ
1
ル
が
結
婚
の
約
束
を
反
故
に
し
た
と
の
誤
解
を
与
え
た
。
怒
り
に
我
を
忘
れ
た
フ
ェ

ル
ベ

l
ル
は
暴
漢
を
使
っ
て
、
ア
ベ
ラ
l
ル
の
「
彼
ら
の
苦
し
み
を
引
き
起
こ
し
た
源
で
あ
る
」
「
身
体
の
或
る
部
分
を
切
断
し
た
」
の
で

あ
る
。
そ
の
後
、
彼
は
エ
ロ
イ
l
ズ
を
（
今
度
は
本
当
に
）
修
道
院
へ
入
れ
、
自
ら
も
修
道
士
と
な
る
。

我
々
は
、
こ
の
二
人
に
起
こ
っ
た
事
件
を
ア
ベ
ラ
1
ル
が
友
人
に
当
て
た
書
簡
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
ア
ベ
ラ
1
ル

と
は
別
々
の
修
道
院
で
暮
し
て
い
た
エ
ロ
イ
l
ズ
も
そ
の
書
簡
を
偶
然
手
に
し
、
彼
に
手
紙
を
書
く
、
と
い
う
仕
方
で
書
簡
の
往
復
が
始

ま
っ
た
。
ア
ベ
ラ
l
ル
に
よ
る
若
き
自
分
の
過
ち
と
不
幸
の
告
白
、
エ
ロ
イ
l
ズ
に
よ
る
ア
ベ
ラ
l
ル
に
対
す
る
変
わ
ら
ぬ
想
い
の
告
白
、

そ
れ
に
対
す
る
ア
ベ
ラ
l
ル
の
あ
ま
り
に
理
知
的
な
返
答
、
な
ど
が
書
か
れ
て
い
る
二
人
の
書
簡
集
を
読
む
と
き
、
我
々
は
彼
ら
の
内
面

を
語
る
率
直
さ
に
驚
か
さ
れ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
一
二
世
紀
が
自
由
な
表
現
の
時
代
で
あ
っ
た
か
ら
と
は
い
え
、
当
時
、
書
簡

と
い
う
の
は
第
三
者
に
読
ま
れ
る
こ
と
を
覚
悟
の
上
で
な
け
れ
ば
書
け
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
後
の
恋
愛
文
学
に
も
大
き
な
影
響

を
与
え
た
エ
ロ
イ
1
ズ
の
書
簡
に
見
ら
れ
る
情
熱
は
あ
ま
り
に
も
美
し
く
、
「
神
に
誓
っ
て
も
う
し
ま
す
が
、
た
と
え
全
世
界
に
君
臨
す
る

六
七
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教養に不可欠な何かとしての自己知

ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
皇
帝
が
私
を
結
婚
の
相
手
に
足
る
と
さ
れ
、
私
に
対
し
て
全
宇
宙
を
永
久
に
支
配
さ
せ
る
と
確
約
さ
れ
ま
し
で
も
、
彼

の
皇
后
と
呼
ば
れ
る
よ
り
は
あ
な
た
の
娼
婦
と
呼
ば
れ
る
方
が
私
に
は
い
と
し
く
、
ま
た
価
値
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
」
と
彼
女
が
言

う
と
き
、
誰
も
が
心
を
動
か
さ
れ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
実
際
、
我
々
は
彼
女
の
そ
の
告
白
が
口
先
だ
け
の
も
の
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
を
彼
女
の
そ
の
後
の
記
録
か
ら
も
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

E

倣
慢
か
謙
虚
か

彼
の
同
時
代
人
で
あ
れ
、
現
在
の
研
究
者
で
あ
れ
、
エ
ロ
イ
l
ズ
の
こ
と
を
悪
く
評
す
る
者
は
稀
で
あ
り
、
熱
烈
な
賞
賛
者
に
も
事
欠

か
な
い
が
、
し
か
し
ア
ベ
ラ
l
ル
の
方
は
そ
う
で
も
な
い
。
当
時
に
お
い
て
も
現
代
に
お
い
て
も
、
彼
に
共
感
を
持
つ
も
の
も
確
か
に
い

る
も
の
の
、
そ
れ
以
上
に
不
愉
快
に
思
う
者
の
数
の
方
が
多
そ
う
で
あ
る
。
何
よ
り
学
問
業
績
の
評
価
に
お
い
て
、
彼
の
鋭
敏
な
知
性
を

高
く
評
価
す
る
者
が
い
る
と
同
時
に
、
論
理
学
的
な
手
法
、
理
性
的
な
探
求
方
法
を
神
学
に
も
あ
て
は
め
る
と
い
う
彼
の
学
問
姿
勢
を
危

険
視
す
る
者
た
ち
も
い
た
。
こ
の
よ
う
な
相
反
す
る
彼
の
評
価
の
一
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
小
説
『
蓄
積
の
名
前
』
に
お
い
て
ウ
ン
ベ
ル

ト
・
エ

l
コ
は
ア
ベ
ラ
l
ル
に
つ
い
て
、
敵
役
の
ホ
ル
へ
に
は
「
聖
書
の
光
に
は
照
ら
さ
れ
て
な
い
理
性
に
依
拠
し
な
が
ら
・
・
・
あ
ら
ゆ
る

問
題
を
ふ
る
い
に
か
け
よ
う
と
欲
し
」
た
「
危
険
極
ま
り
な
い
思
想
」
の
持
ち
主
だ
と
語
ら
せ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
主
人
公
で
あ

る
ウ
ィ
リ
ア
ム
に
は
ア
ベ
ラ
l
ル
を
断
罪
し
た
ソ
ワ
ッ
ソ
ン
教
会
会
議
を
激
し
く
批
判
さ
せ
て
い
る
。
つ
ま
り
ア
ベ
ラ
l
ル
は
エ

1
コ
の

小
説
の
中
で
、
人
間
理
性
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と
る
の
か
を
示
す
試
金
石
の
よ
う
な
扱
い
を
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

と
は
い
え
、
彼
の
同
時
代
人
で
あ
れ
現
代
人
で
あ
れ
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
（
ご
く
小
数
の
証
言
者
を
除
け
ば
）
、
彼
が
倣
慢
で
あ
る
（
あ
る

い
は
少
な
く
と
も
、
倣
慢
で
あ
っ
た
）
と
い
う
評
価
で
は
一
致
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
彼
の
学
問
業
績
に
好
意
的
な
評
価
を
す
る
者
た

ち
も
例
外
で
は
な
い
。
実
際
、
我
々
も
件
の
往
復
書
簡
の
中
に
「
当
時
私
の
名
声
は
甚
大
で
あ
り
、
ま
た
若
さ
と
風
姿
に
お
い
て
優
れ
て

い
た
か
ら
、
か
り
に
ど
ん
な
女
性
を
愛
そ
う
と
も
そ
の
拒
絶
に
会
う
心
配
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」
（
第
一
書
簡
、
二
三
頁
）
と
い
う
よ
う



な
彼
の
文
章
を
見
出
す
と
き
、
当
惑
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
自
分
自
身
を
こ
の
よ
う
に
臆
面
無
く
表
現
す
る
と
い

う
の
は
、
倣
慢
と
言
わ
ず
し
て
何
と
表
現
す
れ
ば
い
い
だ
ろ
う
。
我
々
は
彼
に
対
し
て
、
鼻
持
ち
な
ら
な
い
不
快
な
奴
だ
と
い
う
印
象
を

持
っ
て
し
ま
う
。

教養に不可欠な何かとしての自己知

し
か
し
、
数
と
し
て
は
少
な
い
も
の
の
同
時
代
人
に
よ
っ
て
ま
っ
た
く
逆
の
証
言
も
な
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
尊
者
」
と
呼
ば
れ
る

ク
リ
ュ
ニ
l
の
修
道
院
長
ピ
エ
l
ル
が
、
晩
年
の
ア
ベ
ラ
l
ル
を
評
し
て
「
彼
ほ
ど
謙
譲
な
人
を
私
は
見
た
こ
と
が
な
い
」
と
評
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
一
一
四
O
年
に
、
ア
ベ
ラ
l
ル
は
サ
ン
ス
の
地
方
公
会
議
に
て
ク
レ
ル
ヴ
ォ
l
の
ベ
ル
ナ
1
ル
等
に
よ
る
告
発
の
も
と
、

異
端
宣
告
を
受
け
る
。
既
に
六
一
歳
の
高
齢
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
は
ロ

l
マ
へ
と
直
訴
の
た
め
に
旅
立
つ
が
、
途
中
ク
リ
ュ

ニ
l
の
修
道
院
に
て
引
き
止
め
ら
れ
、
そ
こ
の
院
長
尊
者
ピ
エ

1
ル
の
取
り
計
ら
い
で
ア
ベ
ラ
l
ル
の
破
門
は
撤
回
さ
れ
る
。
そ
し
て
公

会
議
の
二
年
後
の
一
一
四
二
年
に
こ
の
修
道
院
長
の
庇
護
の
下
、
ア
ベ
ラ
l
ル
は
サ
ン
・
マ
ル
セ
ル
修
道
院
で
そ
の
生
を
終
え
る
。
先
の

証
言
は
、
尊
者
ピ
エ

1
ル
が
エ
ロ
イ
l
ズ
宛
に
ア
ベ
ラ
l
ル
の
死
を
伝
え
る
た
め
に
送
ら
れ
た
書
簡
の
中
に
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

確
か
に
エ
ロ
イ
l
ズ
は
ア
ベ
ラ
l
ル
の
妻
で
あ
っ
た
女
性
で
あ
る
の
で
、
リ
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
多
少
誇
張
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い

な
ど
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
「
尊
者
」
と
ま
で
呼
ば
れ
る
修
道
者
が
ま
っ
た
く
事
実
に
反
す
る
よ
う
な
嘘
を
報
告

す
る
と
ま
で
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。

同
一
人
物
に
つ
い
て
、
「
倣
慢
、
不
遜
」
と
「
敬
度
、
謙
虚
」
と
い
う
相
反
す
る
評
判
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
奇
妙
な
こ
と
で

は
な
い
か
？
筆
者
に
は
奇
妙
な
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
「
若
い
頃
、
自
ら
の
才
能
を
誇
り
高
慢
で
あ
っ

た
ア
ベ
ラ
l
ル
が
様
々
な
事
件
で
失
意
を
経
験
し
た
後
、
謙
虚
に
な
っ
た
」
と
説
明
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
そ
の
一
例
を
取
り
上

げ
れ
ば
、
『
ア
ベ
ラ
l
ル
と
エ
ロ
イ
l
ズ
』
巻
末
の
解
説
に
お
い
て
訳
者
の
畠
中
氏
は
、
「
第
一
書
簡
に
お
け
る
彼
の
や
や
思
い
上
が
っ
た

態
度
」
が
「
第
五
書
簡
の
後
半
頃
か
ら
」
「
心
か
ら
神
の
前
に
恐
れ
入
っ
て
い
る
」
姿
に
変
わ
る
と
説
明
し
て
い
る
。

し
か
し
件
の
書
簡
集
は
、
ア
ベ
ラ
l
ル
が
サ
ン
・
ジ
ル
ダ
の
修
道
院
を
去
り
、
パ
リ
郊
外
の
ザ
ン
ト
・
ジ
ュ
ヌ
ヴ
ィ
エ
l
ヴ
の
丘
に
い

六
九



七。

教養に不可欠な何かとしての自己知

た
と
推
定
さ
れ
る
一
一
三
一
了
三
七
年
の
数
年
間
に
書
か
れ
た
と
見
ら
れ
て
い
説
。
そ
れ
以
前
に
波
乱
に
満
ち
た
人
生
を
送
っ
て
き
た
彼

が
比
較
的
平
穏
に
過
ご
し
た
数
年
間
で
「
倣
慢
、
不
遜
」
な
輩
か
ら
「
敬
度
、
謙
虚
」
へ
と
性
格
が
変
わ
る
と
い
う
の
が
果
た
し
て
説
得

力
を
持
つ
だ
ろ
う
か
？

い
や
そ
も
そ
も
ア
ベ
ラ
l
ル
が
も
し
、
「
心
か
ら
神
の
前
に
恐
れ
入
っ
て
い
る
」
と
見
え
る
ほ
ど
「
謙
虚
」
に
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の

謙
虚
な
者
が
自
ら
の
若
い
と
き
を
振
り
返
っ
て
自
己
批
判
的
に
書
い
た
文
章
を
、
字
義
通
り
に
受
け
取
っ
て
よ
い
も
の
だ
ろ
う
か
？
つ
ま

り
、
例
え
ば
『
告
白
』
に
お
い
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
自
ら
の
若
い
と
き
を
「
放
蕩
」
と
表
現
す
る
の
を
読
ん
で
我
々
は
、
ア
ウ
グ
ス

テ
ィ
ヌ
ス
が
文
字
ど
お
り
「
放
蕩
無
頼
の
」
若
者
だ
っ
た
と
受
け
取
っ
て
よ
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。

後
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ
て
は
「
放
蕩
無
頼
の
」
と
し
か
思
え
な
い
若
い
頃
の
彼
は
、
我
々
が
通
常
も
つ
よ
う
な
基
準
か
＝
り
す
れ

ば
む
し
ろ
「
実
直
誠
実
」
と
一
言
う
べ
き
姿
を
し
て
い
る
。
そ
れ
と
同
様
に
、
後
の
ア
ベ
ラ
l
ル
か
ら
見
て
若
い
頃
の
ア
ベ
ラ
l
ル
が
「
倣

慢
」
と
思
え
た
か
ら
と
い
っ
て
、
実
際
に
、
我
々
が
も
っ
通
常
の
基
準
か
’
り
し
て
も
「
倣
慢
」
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
で
は
な
い
か
。

さ
ら
に
、
同
時
代
人
の
証
言
と
し
て
、
先
の
書
簡
集
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
も
の
で
、
彼
の
謙
虚
を
報
告
す
る
も
の
が
あ
る
。
ア
ベ
ラ
l
ル

は
神
学
に
お
い
て
師
で
あ
る
ラ
ン
の
ア
ン
セ
ル
ム
ス
を
批
判
し
て
、
彼
の
弟
子
で
あ
る
ラ
ン
ス
の
ア
ル
ベ
リ
ク
ス
ら
や
、
さ
ら
の
そ
の
弟

子
の
モ
ル
タ
l
ニ
ュ
の
ワ
ル
テ
リ
ウ
ス
ら
を
敵
に
回
し
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
そ
の
ワ
ル
テ
リ
ウ
ス
が
、

の
学
説
を
激
し
く
批
判
し
た
（
一
一
二

0
年
代
前
半
に
書
か
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
神
学
書
に
お
い
て
は
批
判
を
展
開
し
て
い
る
）
人
物
が
、

後
に
は
（
つ
ま
り
一
一
一
二
四
年
な
い
し
三
五
年
に
書
か
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
書
簡
に
お
い
て
は
）
、
彼
の
謙
虚
さ
を
賞
賛
し
て
い
る
の
で
あ

封
。
お
そ
ら
く
は
そ
の
問
、
ア
ベ
ラ
l
ル
と
面
識
を
得
る
機
会
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
時
期
的
に
は
も
ち
ろ
ん
、
ア
ベ
ラ
l
ル
の
晩

年
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
ち
ょ
う
ど
エ
ロ
イ
l
ズ
と
の
書
簡
の
往
復
が
始
ま
っ
た
頃
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
先
の
尊
者
ピ
エ

l

つ
ま
り
、

一
度
は
ア
ベ
ラ
l
ル

ル
の
証
言
よ
り
も
奇
妙
な
事
態
で
は
な
い
か
。

そ
し
て
、
筆
者
が
持
っ
て
い
る
も
っ
と
素
朴
な
疑
問
は
、
も
し
ア
ベ
ラ
l
ル
が
悪
評
通
り
の
鼻
持
ち
な
ら
な
い
倣
岸
不
遜
の
自
惚
れ
屋



で
あ
っ
た
の
な
ら
ば
、
当
時
、
稀
に
み
る
才
女
と
し
て
名
高
か
っ
た
エ
ロ
イ
l
ズ
が
な
ぜ
彼
の
こ
と
を
最
期
ま
で
愛
し
続
け
た
、
い
や
人

間
と
し
て
尊
敬
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
は
そ
れ
に
対
し
て
、
「
彼
女
は
愛
と
い
う
熱
病
に
か
か
っ

て
い
た
か
ら
」
と
言
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
そ
の
よ
う
な
熱
病
は
距
離
を
お
い
て
み
れ
ば
、
あ
る
い
は
時
聞
が
経
っ
て
み
れ
ば
、

あ
っ
け
な
い
ほ
ど
簡
単
に
冷
め
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
往
復
書
簡
に
お
い
て
、
ま
た
そ
の
後
の
エ
ロ
イ
1
ズ
が
取
っ
た
行
動
に
お
い

て
彼
女
の
態
度
は
変
わ
ら
な
い
。
筆
者
に
は
、
彼
女
が
そ
の
手
の
「
熱
病
」
ゆ
え
に
盲
目
で
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
の
で
あ
る
。

w
ア
ベ
ラ
l
ル
の
倫
理
思
想

前
節
で
論
じ
た
奇
妙
さ
に
対
し
て
は
む
し
ろ
、
ア
ベ
ラ
1
ル
の
倫
理
思
想
を
考
慮
に
入
れ
た
と
き
は
じ
め
て
奇
妙
で
は
な
く
な
る
と
思

わ
れ
る
。
即
ち
、
彼
の
倫
理
思
想
の
特
徴
は
、
善
悪
の
基
準
が
行
為
者
の
内
面
性
に
求
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
例

え
ば
彼
は
、
聖
書
か
ら
「
情
欲
を
い
だ
い
て
女
を
見
る
者
は
、
心
の
中
で
姦
淫
を
犯
し
た
の
で
あ
る
」
（
マ
タ
5
一
部
）
と
引
用
し
、
罪
が

成
立
す
る
の
に
必
ず
し
も
行
為
ま
で
至
る
必
要
は
な
い
と
言
う
。
つ
ま
り
罪
は
、
悪
し
き
意
志
に
自
ら
が
同
意
し
た
時
点
で
成
立
す
る
と
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い
う
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
も
し
彼
が
罪
の
成
立
を
行
為
者
の
内
面
に
求
め
た
と
い
う
だ
け
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
倫
理
観
は
、
そ
も
そ
も
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ

ヌ
ス
が
罪
を
、
正
義
の
禁
じ
て
い
る
も
の
を
求
め
よ
う
と
す
る
”
意
志
“
で
あ
る
と
定
式
化
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
西
欧
中
世
に

お
け
る
倫
理
観
の
伝
統
か
ら
大
き
く
外
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
だ
が
ア
ベ
ラ
l
ル
は
罪
が
成
立
す
る
の
は
決
し
て
意
志
で
は
な
く
、
意
志

へ
の
同
意
で
あ
る
と
言
う
。
即
ち
、
悪
し
き
意
志
と
は
、
我
々
を
悪
し
き
行
為
へ
と
傾
け
る
よ
う
な
精
神
の
「
欠
陥
」
（
i
n
E
B）
に
過
ぎ

な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
傾
き
が
あ
る
こ
と
自
体
は
罪
で
は
な
い
、
我
々
が
そ
の
よ
う
な
傾
き
に
征
服
さ
れ
、
そ
の
傾
き
に
同
意

し
た
時
点
で
罪
が
成
立
す
る
の
だ
と
一
言
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
彼
が
罪
を
、
ほ
と
ん
ど
「
本
性
的
」
と
言
っ
て
よ
い
よ
う
な
「
傾
き
」
に

は
求
め
ず
、
そ
の
よ
う
な
傾
き
に
対
す
る
「
同
意
」
で
あ
る
と
し
た
こ
と
は
、
罪
の
成
立
を
内
面
性
に
求
め
る
と
い
う
伝
統
を
ぎ
り
ぎ
り

七
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ま
で
推
し
進
め
、
危
険
な
様
相
ま
で
も
帯
び
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

即
ち
、
悪
し
き
行
為
へ
の
傾
き
を
持
っ
て
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
悪
し
き
意
志
へ
自
ら
同
意
し
た
時
点
で
罪
が
成
立
す
る
と
い
う

仕
方
で
罪
に
つ
い
て
理
解
す
る
な
ら
ば
、
我
々
自
身
が
意
志
し
た
の
で
も
同
意
し
た
の
で
も
な
い
「
原
罪
」
に
つ
い
て
説
明
で
き
な
く
な

る
は
ず
で
は
な
い
か
。
実
際
、
『
倫
理
学
』
に
お
い
て
彼
は
原
罪
に
関
し
て
、
「
祖
先
の
過
ち
（

2
－E）
に
よ
る
呪
い
（

esuロ
忠
吉
）
」

で
あ
る
と
述
べ
、
例
え
ば
生
後
す
ぐ
の
乳
児
は
「
過
ち
は
持
つ
て
な
い
」
が
「
罪
の
汚
れ
（

g
E
g
習の

g
S」
は
被
っ
て
い
る
と
言
う

（
『
倫
理
学
』
五
四
一
頁
、
同
町
H
b常
的
問
者
－
N

？
N
N
）
。
彼
の
こ
の
よ
う
な
言
い
方
を
受
け
て
、
彼
の
批
判
者
た
ち
は
彼
が
原
罪
を
否
定
し
た
と

批
判
し
た
。
実
際
、
彼
自
身
の
主
張
が
、
批
判
者
た
ち
の
言
う
と
お
り
、
原
罪
を
否
定
し
た
と
い
う
事
を
意
味
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
点

に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
は
、
本
論
考
の
趣
旨
か
ら
は
外
れ
る
の
で
立
ち
入
ら
な
い
が
、
彼
の
学
説
自
体
、
彼
の
表
現
自
体
の
中
に
、
そ

の
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
る
危
険
性
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
彼
自
身
、
自
分
の
学
説
が
そ

の
よ
う
に
解
さ
れ
る
危
険
性
を
全
く
予
知
で
き
な
か
っ
た
と
考
え
る
の
も
不
自
然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

い
や
、
む
し
ろ
ア
ベ
ラ
1
ル
は
わ
ざ
わ
ざ
過
激
な
表
現
を
し
て
、
保
守
的
な
者
た
ち
を
挑
発
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
、
と
さ
え
思
わ
れ
る
節
も
あ
る
。
彼
は
善
行
の
成
立
を
意
図
に
、
つ
ま
り
同
意
さ
れ
る
べ
き
だ
と
信
じ
て
い
る
こ
と
へ
の
同
意

に
置
く
の
だ
が
、
そ
の
場
合
、
当
人
は
善
い
つ
も
り
の
意
図
で
行
な
い
な
が
ら
結
果
と
し
て
は
善
く
な
い
行
為
に
い
た
っ
て
し
ま
う
よ
う

な
場
合
が
問
題
と
な
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
イ
エ
ス
が
神
を
踊
る
不
届
き
者
だ
と
信
じ
て
イ
エ
ス
と
そ
の
弟
子
た
ち
を
迫
害
し
た
者
た
ち

の
場
合
な
ど
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
彼
ら
が
確
か
に
正
し
い
と
信
じ
て
い
た
こ
と
に
従
っ
て
行
動
し
た
の
で
は
な
い
か
。
同
書
に
お
い
て
ア

ベ
ラ
l
ル
は
、
イ
エ
ス
が
神
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
過
失
に
、
つ
ま
り
無
知
や
誤
謬
に
そ
の
よ
う
な
者
た
ち
が

陥
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
認
め
る
も
の
の
、
「
無
知
も
無
信
仰
さ
え
も
そ
れ
自
体
で
は
罪
で
は
な
い
」
と
言
う
（
『
倫
理
学
』
五
六
二
頁
、

国
主
2
2
V－
E－

me。
そ
し
て
さ
ら
に
は
、
も
し
自
分
た
ち
の
良
心
に
反
し
て
イ
エ
ス
等
を
見
逃
し
て
い
た
ら
、
即
ち
彼
ら
自
身
が
同
意
す

べ
き
と
信
じ
て
は
い
な
い
こ
と
に
同
意
し
た
な
ら
ば
、
「
よ
り
大
き
な
罪
を
犯
し
て
い
た
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
」
と
さ
え
言
う
の
で
あ



る
（
「
倫
理
学
』
五
六
九
頁
、
同
$
な

2
y
g）
。
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
を
持
っ
て
い
な
い
者
が
読
ん
で
も
驚
き
を
感
じ
る
議
論
で
あ
る
か
ら
、

た
と
え
一
二
世
紀
が
中
世
に
あ
っ
て
も
表
現
の
自
由
な
時
代
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
あ
ま
り
に
過
激
な
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
予
想

さ
れ
る
。
そ
し
て
、
当
然
の
よ
う
に
彼
は
激
し
い
反
発
を
買
う
。
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し
か
し
彼
が
こ
こ
ま
で
言
う
事
が
で
き
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
？
同
時
代
人
か
ら
の
反
発
を
予
想
で
き
な
か
っ
た
と
は
考
え
づ
ら
い
。

む
し
ろ
彼
を
こ
の
よ
う
な
言
動
に
ま
で
至
ら
せ
た
の
は
、
（
こ
・
27日
う
の
は
少
し
逆
説
的
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
）
ア
ベ
ラ
l
ル
の

神
に
対
す
る
信
頼
、
あ
る
い
は
敬
神
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
同
書
に
お
い
て
彼
は
、
神
が
「
心
と
腎
の
証
人
」
で
あ
る
の
で
行
為
で

は
な
く
精
神
に
注
目
す
る
と
言
う
（
『
倫
理
学
』
五
五
二
頁
、
包
含
常
的
問
】
・

8
）
。
た
と
え
他
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
か
ら
誤
解
さ
れ
て
も
自
分
の

本
心
は
神
に
は
知
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
信
頼
が
な
く
て
、
こ
の
よ
う
な
議
論
が
果
た
し
て
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
実
際
、
彼
が
自
ら
の

倫
理
観
の
根
拠
と
す
る
の
は
、
人
間
た
ち
は
人
の
善
悪
に
報
い
る
に
際
し
て
、
現
わ
れ
の
次
元
、
つ
ま
り
行
為
の
次
元
で
し
か
判
断
で
き

な
い
が
、
神
は
意
図
と
い
う
心
の
状
態
に
注
目
す
る
、
と
い
う
そ
の
点
な
の
で
あ
る
。
い
や
む
し
ろ
そ
う
で
あ
れ
ば
、
倫
理
学
に
お
い
て

彼
を
過
激
な
内
容
、
表
現
へ
と
突
き
動
か
し
た
の
は
、
神
に
対
す
る
恐
れ
、
緊
張
感
と
表
現
し
た
方
が
適
切
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
ど
の

よ
う
に
表
面
を
取
り
繕
お
う
と
、
つ
ま
り
ど
の
よ
う
に
行
動
し
ど
の
よ
う
に
発
言
し
よ
う
と
、
神
に
お
い
て
は
そ
の
意
図
、
本
心
が
見
透

か
さ
れ
て
い
て
、
ま
さ
に
そ
こ
に
お
い
て
自
ら
の
善
悪
、
功
罪
が
決
定
し
て
し
ま
う
と
い
う
の
は
、
非
常
に
大
き
な
緊
張
感
を
恒
常
的
に

伴
う
倫
理
観
で
は
な
い
か
。

V

謙
虚
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
自
己
知

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
彼
の
倫
理
思
想
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
冒
頭
に
掲
げ
た
引
用
文
の
真
意
が
分
か
っ
て
く
る
。
つ
ま
り
、
心
か
ら
謙

虚
と
な
る
の
で
は
な
い
う
わ
べ
だ
け
の
「
謙
遜
」
は
、
た
と
え
そ
れ
が
巧
妙
に
な
さ
れ
て
万
人
が
欺
か
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
て
も
、
神
の
前

で
は
そ
れ
が
偽
り
の
も
の
だ
と
い
う
事
は
と
う
て
い
隠
し
お
お
せ
ず
、
ま
っ
た
く
意
味
が
な
い
も
の
と
な
る
。
い
や
む
し
ろ
、
そ
う
振
る
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舞
う
こ
と
で
自
分
は
謙
虚
だ
と
人
を
欺
き
、
本
心
で
は
自
己
愛
の
中
で
胡
座
を
か
い
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
罪
で
さ
え
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
彼
は
、
彼
か
ら
の
賞
賛
を
否
定
す
る
エ
ロ
イ
l
ズ
の
謙
虚
さ
に
対
し
て
「
一
層
賞
賛
に
値
す
る
」
と
評
価
し
な
が
ら
も
、
「
賞

賛
を
避
け
る
よ
う
に
見
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
賞
賛
を
求
め
た
り
、
口
で
斥
け
て
い
る
こ
と
を
心
で
欲
し
た
り
す
る
こ
と
の
な
い

よ
う
に
注
意
し
て
ほ
し
い
」
と
注
意
を
促
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
彼
は
、
謙
虚
で
あ
る
こ
と
は
高
く
評
価
し
な
が
ら
も
、

表
面
上
だ
け
の
謙
遜
は
嫌
悪
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
ア
ベ
ラ
1
ル
の
教
え
子
で
あ
っ
た
エ
ロ
イ
l
ズ
に
と
っ
て
は
、
そ
の
よ
う

な
倫
理
観
は
既
に
馴
染
み
の
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
（
だ
か
ら
こ
そ
彼
女
は
内
面
を
赤
裸
々
に
告
白
し
て
い
る
で
は
な
い
か
）
が
、
そ

れ
で
も
敢
え
て
こ
こ
で
注
意
を
し
て
い
る
と
い
う
の
は
、
彼
が
う
わ
ベ
だ
け
の
謙
遜
を
ど
れ
ほ
ど
嫌
悪
し
て
い
た
か
を
示
す
も
の
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
当
然
、
謙
虚
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
彼
自
身
の
行
動
も
も
ち
ろ
ん
規
定
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
即
ち
、
ア
ベ
ラ
l

ル
は
自
ら
の
倫
理
観
か
’
り
す
れ
ば
、
う
わ
べ
だ
け
の
謙
遜
と
い
う
も
の
は
で
き
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
彼
が
謙
遜
に

満
ち
た
言
動
を
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
あ
る
い
は
謙
遜
に
満
ち
た
文
章
を
我
々
に
残
さ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
必
ず
し
も
彼

が
謙
虚
で
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
は
じ
め
て
我
々
は
、
先
に
取
り
上
げ
た
「
奇

妙
さ
」
を
取
り
去
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

ア
ベ
ラ
l
ル
に
と
っ
て
”
謙
虚
で
あ
る
事
“
と
い
う
の
は
、
”
謙
虚
な
振
る
舞
い
を
し
て
見
せ
る
事
“
や
”
謙
虚
に
聞
こ
え
る
言
い
回
し

で
語
る
／
書
く
事
“
で
は
決
し
て
な
く
、
”
心
の
底
か
ら
自
ら
の
無
力
を
痛
感
す
る
事
“
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
”
謙
虚
で
あ
る
／
と
な

る
“
た
め
に
必
要
な
事
柄
は
何
か
？
そ
れ
は
、
正
確
な
自
己
知
で
あ
ろ
う
。

冒
頭
の
引
用
の
中
で
ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
の
口
を
借
り
て
ア
ベ
ラ
l
ル
が
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
我
々
は
へ
つ
ら
い
の
言
葉
の
方
に
よ
り
耳

を
貸
す
傾
向
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
他
者
の
声
に
よ
っ
て
・
自
分
自
身
を
見
誤
り
、
過
大
に
評
価
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
し
か

し
そ
の
へ
つ
ら
い
の
声
は
必
ず
し
も
他
人
か
ら
の
み
聞
こ
え
る
わ
け
で
は
な
く
、
自
分
自
身
を
甘
や
か
す
自
ら
の
声
に
よ
っ
て
増
長
し
、

著
り
昂
ぶ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
傾
き
が
、

ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
に
よ
っ
て
「
自
然
に
具
わ
る
」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
、
我
々
に



と
っ
て
逃
れ
る
こ
と
の
難
し
い
も
の
で
あ
る
の
は
、
ま
さ
に
自
分
自
身
の
声
に
よ
っ
て
自
惚
れ
に
陥
り
得
る
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
ア

テ
ナ
イ
の
名
士
た
ち
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
論
駁
さ
れ
る
ま
で
自
ら
の
無
知
に
気
付
け
な
か
っ
た
よ
う
に
、
我
々
に
と
っ
て
自
ら
の
能
力
を
正

当
に
評
価
す
る
と
い
う
こ
と
が
難
し
い
と
い
う
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
「
私
は

i
ゆ
え
に
、
こ
れ
を
行
な
う
」
と
自
ら
記
述
で
き
る
よ
う

な
”
意
図
“
に
つ
い
て
で
あ
っ
て
も
、
我
々
は
自
分
自
身
に
つ
い
て
正
し
く
知
る
の
は
容
易
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
神
が
人

の
心
の
中
を
観
察
で
き
る
と
言
わ
れ
る
の
に
対
し
て
、
我
々
は
他
人
の
心
の
中
は
も
と
よ
り
自
分
の
心
の
中
さ
え
も
は
っ
き
り
と
は
見
る

こ
と
が
で
き
な
い
。

外
か
ら
の
も
の
で
あ
れ
内
か
ら
の
も
の
で
あ
れ
、
我
々
が
へ
つ
ら
い
の
声
に
耳
を
貸
す
傾
向
が
あ
る
と
い
う
言
わ
ば
我
々
の
「
弱
さ
」

に
目
を
向
け
る
と
き
、
彼
が
善
悪
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
『
倫
理
学
』
と
い
う
著
作
が
「
汝
自
身
を
知
れ
」
（
ω巳
宮
、
円
巴
宮

E
己
と
題
さ

れ
て
い
る
意
味
が
よ
り
鮮
明
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
つ
ま
り
倣
慢
と
い
う
罪
の
問
題
で
あ
れ
、
そ
の
他
の
罪
の
問
題
で
あ
れ
、
そ
れ

が
行
為
者
の
内
面
に
関
り
、
そ
し
て
そ
の
上
で
「
如
何
に
生
き
る
べ
き
か
」
が
問
わ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
自
己
自
身
の
知
が
不
可
欠
に
な

る
。
な
ぜ
な
ら
我
々
は
、
い
と
も
簡
単
に
自
分
自
身
を
見
誤
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

教養に不可欠な何かとしての自己知

そ
れ
ゆ
え
、
倫
理
の
理
論
と
し
て
ア
ベ
ラ
l
ル
が
意
図
を
強
調
し
た
と
き
、
倫
理
の
実
践
と
し
て
は
、
自
己
の
探
求
が
最
重
要
課
題
に

な
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
「
汝
自
身
を
知
れ
」
と
い
う
モ
ッ
ト
ー
を
掲
げ
る
だ
け
で
は
な
く
、
実
践
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
い

い
だ
ろ
う
か
。
い
や
も
っ
と
限
定
し
た
仕
方
で
言
う
な
ら
ば
、
自
分
自
身
の
甘
言
に
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
自
ら
の
本
心
を
知
る
た
め
に

は
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
間
い
に
答
え
る
に
は
、
ア
ベ
ラ
l
ル
と
エ
ロ
イ
l
ズ
が
見
せ
る
危
険
な
ま
で
の
率
直
さ

を
思
い
起
こ
せ
ば
よ
い
だ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
多
く
の
人
に
敵
意
を
買
っ
て
し
ま
う
と
い
う
事
態
が
予
想
さ
れ
て
も
、
ま
た
女
子
修
道

院
長
と
し
て
の
信
用
が
失
わ
れ
る
と
い
う
危
険
性
が
あ
っ
て
も
、
自
ら
の
本
心
を
著
作
や
書
簡
に
書
い
た
彼
ら
の
自
ら
に
対
す
る
厳
し
さ

で
あ
る
。
自
分
に
と
っ
て
自
分
の
本
心
だ
と
思
わ
れ
る
こ
と
を
表
明
せ
ず
に
、
そ
れ
が
本
当
に
本
心
か
ど
う
か
自
ら
吟
味
す
る
方
法
が
あ

る
だ
ろ
う
か
。
彼
ら
が
見
せ
る
危
険
な
ま
で
の
率
直
さ
は
、
神
が
心
の
底
ま
で
見
透
か
し
て
い
る
か
ら
と
い
う
消
極
的
な
理
由
だ
け
で
は

七
五
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な
く
、
易
き
に
流
れ
る
自
己
を
引
き
止
め
吟
味
す
る
た
め
と
い
う
理
由
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

羽

「
教
養
」
に
、
無
く
て
は
な
ら
な
い
何
か

一
二
世
紀
か
ら
二
二
世
紀
に
か
け
て
西
欧
で
誕
生
し
た
大
学
と
い
う
教
育
組
織
は
、
そ
の
あ
り
方
を
様
々
に
変
え
な
が
ら
も
脈
々
と
、

ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
、
近
代
を
へ
て
現
代
ま
で
至
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
伝
統
を
遡
っ
て
、
そ
の
胎
動
期
に
活
躍
し
た
ア
ベ
ラ
l
ル
の
生
き

方
を
、
現
代
の
我
々
の
目
か
ら
見
る
と
、
お
よ
そ
八

O
O年
の
隔
た
り
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
「
近
代
的
」
な
姿
を
し
て
い
る
よ
う

に
思
え
る
。
彼
は
、
あ
ふ
れ
る
ば
か
り
の
学
問
の
才
能
を
誇
示
し
（
討
論
に
お
い
て
論
敵
を
打
ち
の
め
し
て
自
ら
の
学
識
と
才
能
を
誇
示

す
る
こ
と
で
、
職
業
的
知
識
人
た
る
彼
は
学
生
を
集
め
た
）
、
芸
術
を
解
し
（
彼
の
詩
作
の
才
能
が
有
名
で
あ
っ
た
こ
と
は
エ
ロ
イ
l
ズ
が

証
言
し
て
い
る
）
、
新
し
い
知
識
に
貧
欲
で
あ
る
と
同
時
に
古
典
に
も
通
じ
て
い
た
。
そ
う
い
う
彼
の
姿
に
我
々
は
、
近
代
的
な
教
養
人
の

姿
を
見
て
取
っ
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
。
敵
を
作
る
こ
と
を
恐
れ
ず
、
自
ら
信
じ
る
こ
と
を
実
行
し
、
波
乱
の
人
生
を
送
っ
た
彼
の
姿
に
、

近
代
的
な
意
味
で
の
「
実
存
的
な
生
き
方
」
を
見
て
取
っ
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
見
方
は
あ
ま
り
に
一
面
的
す
ぎ

て
、
事
の
本
質
を
見
失
わ
せ
か
ね
な
い
も
の
で
あ
る
と
思
う
。

あ
ま
り
に
も
個
性
的
な
彼
の
姿
や
生
き
方
の
背
後
に
は
、
自
分
の
内
面
ま
で
す
べ
て
見
透
か
し
て
し
ま
う
神
と
い
う
全
能
者
に
対
す
る

緊
張
感
と
、
安
易
な
自
己
肯
定
に
陥
ら
な
い
た
め
の
厳
し
い
自
己
吟
味
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
神
に
あ
っ
て
は
、
行
為
と
し
て
ま

だ
現
わ
れ
て
は
こ
な
い
「
意
図
」
の
段
階
で
自
己
の
善
悪
は
判
断
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
彼
の
倫
理
思
想
と
、
そ
し
て
ま
た
、
自
ら
を
苦

境
に
追
い
込
む
と
い
う
結
果
に
繋
が
ろ
う
と
も
自
ら
の
思
想
を
明
確
な
形
で
表
明
し
吟
味
す
る
と
い
う
姿
勢
と
が
、
彼
の
背
後
に
は
あ

る
。
こ
の
点
を
考
慮
に
入
れ
た
と
き
、
ア
ベ
ラ
l
ル
の
姿
は
ま
っ
た
く
違
っ
た
様
相
を
帯
び
て
我
々
の
前
に
現
わ
れ
て
く
る
だ
ろ
う
。
そ

し
て
近
代
的
意
味
で
の
教
養
人
と
、
大
学
が
胎
動
し
始
め
た
と
き
、
あ
る
い
は
産
声
を
あ
げ
始
め
た
と
き
の
知
識
人
と
が
大
き
く
異
な
る

一
点
を
浮
き
彫
り
に
す
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
謙
虚
と
い
う
あ
り
方
と
、
そ
れ
に
不
可
分
の
「
汝
自
身
を
知
れ
」
と
い
う
モ
ッ
ト
ー
で
あ



る。
い
や
も
ち
ろ
ん
、
近
代
的
な
意
味
で
の
教
養
人
す
べ
て
に
関
し
て
、
謙
虚
さ
や
自
己
吟
味
の
厳
し
さ
が
な
か
っ
た
と
主
張
す
る
つ
も
り

は
ま
っ
た
く
な
い
。
し
か
し
、
ア
ベ
ラ
l
ル
が
持
っ
て
い
た
よ
う
な
緊
張
感
が
な
く
て
は
、
い
と
も
簡
単
に
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
い
か
ね

な
い
も
の
で
あ
る
と
は
言
っ
て
よ
い
と
思
う
。
と
い
う
の
も
、
自
分
自
身
に
つ
い
て
「
謙
虚
で
あ
る
」
と
か
、
他
人
に
つ
い
て
「
謙
虚
で

あ
れ
」
な
ど
と
い
う
言
葉
は
、
謙
虚
で
あ
る
者
で
あ
れ
ば
ま
ず
間
違
い
な
く
口
に
し
な
い
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
人
の
言
葉

の
表
面
に
は
現
わ
れ
て
こ
な
い
そ
の
一
点
こ
そ
、
あ
る
い
は
自
分
自
身
を
厳
し
く
見
つ
め
る
姿
勢
こ
そ
、
「
す
べ
て
の
芽
を
培
え
」
的
に
与

え
ら
れ
た
知
識
を
持
つ
者
を
、
単
な
る
街
学
者
で
は
な
く
真
の
知
識
人
・
教
養
人
た
ら
し
め
る
一
点
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
ア
ベ
ラ
l
ル
が
自
己
批
判
と
し
て
聖
書
か
ら
引
用
し
て
い
る
よ
う
に
「
知
識
は
騎
ら
す
」
（
一
コ
リ
8

一l
）
の
だ
か
ら
。

註

教養に不可欠な何かとしての自己知

本
論
考
は
ト
マ
ス
研
究
会
・
別
部
会
「
教
養
を
考
え
る
」
（
一
九
九
八
年
一

O
月
二
四
日
、
於
稲
垣
良
典
氏
宅
）
に
て
口
頭
発
表
し
た
も
の
に
基
づ
い
て
い

る
。
発
表
の
機
会
を
与
え
て
く
だ
さ
り
、
貴
重
な
ご
意
見
を
下
さ
っ
た
参
会
者
の
皆
様
と
、
会
に
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

（l
）
『
ア
ベ
ラ
l
ル
と
エ
ロ
イ
l
ズ
｜

1
愛
と
修
道
の
手
紙
｜
｜
』
畠
中
尚
志
訳
、
岩
波
文
庫
一
九
三
九
年
（
一
九
六
四
年
改
訳
）
、
一
二

同
》
悶
同
叫
叫

h
守
白
向
h円
H
『
h
同
帆
巴i
司悶喝．
b
－
．
巾
《
凶
．
〈
・
。
。
ロ
包
ロ
・
同
V
釦
ユ
回
－
∞
品
目
y
司
・
由
吋
・

（2
）
鷲
田
小
繍
太
『
教
養
論
』
、

P
H
P文
庫
、
一
九
九
七
年
。

（3
）
赤
塚
行
雄
『
人
文
的
「
教
養
」
と
は
何
か
』
、
撃
肇
書
林
、
一
九
九
八
年
。

（4
）
野
田
宣
雄
『
ド
イ
ツ
教
養
市
民
層
の
歴
史
』
、
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
七
年
。

（
5
）
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ゴ
フ
『
中
世
の
知
識
人
』
柏
木
英
彦
・
三
上
朝
造
訳
、
岩
波
新
書
、
一
九
七
七
年
。

（6
）

C
・
H
・
ハ
ス
キ
ン
ズ
『
一
二
世
紀
ル
ネ
サ
ン
ス
』
別
宮
貞
徳
・
朝
倉
文
市
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
九
年
。

（7
）
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
彼
の
う
ま
れ
育
っ
た
騎
士
階
級
と
い
う
環
境
は
彼
が
長
じ
て
か
ら
も
影
響
を
残
し
て
い
る
と
お
も
わ
れ
る
。
ま
た
、
当
時
の
騎

士
階
級
、
あ
る
い
は
騎
馬
槍
試
合
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
し
た
。
ジ
ャ
ン
・
フ
ロ
リ
『
中
世
フ
ラ
ン
ス
の
騎
士
』
新
倉
俊
一
訳
、
白
水
社
・
文
庫
ク
セ

＊ 
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七
八

ジ
ュ
、
一
九
九
八
年
。

（8
）
『
ア
ベ
ラ
l
ル
と
エ
ロ
イ
1
ズ
』
、
八

O
頁
o
M
V阻
ま
弘
吉
町
宮
、
忌
巴
苦
言
戸
℃
・
芯
・

（9
〉
ウ
ン
ベ
ル
ト
・
ェ
l
コ
『
麓
磁
の
名
前
』
河
島
英
昭
訳
、
東
京
創
元
社
、
一
九
九

O
年。

（
叩
）
ク
リ
ュ
ニ

1
に
お
け
る
ア
ベ
ラ
l
ル
の
晩
年
に
つ
い
て
は
、
尊
者
ピ
エ
l
ル
に
よ
る
書
簡
等
で
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
日
本
語
で
読
め
る
も
の
と
し
て

は
、
前
掲
書
簡
集
『
ア
ベ
ラ
l
ル
と
エ
ロ
イ
l
ズ
』
巻
末
の
訳
者
に
よ
る
「
解
説
」
や
碩
学
ジ
ル
ソ
ン
に
よ
る
研
究
書
（
エ
チ
レ
ン
ヌ
・
ジ
ル
ソ
ン
『
ア

ベ
ラ
｜
ル
と
エ
ロ
イ
l
ズ
』
中
村
弓
子
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
七
年
）
な
ど
で
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
日
〉
ア
ベ
ラ
l
ル
諸
著
作
の
年
代
特
定
に
つ
い
て
は
、
コ
ン
ス
タ
ン
ト
：
、
ュ
l
ズ
氏
に
負
っ
て
い
る
。
。
・
玄
2
2・
6
ロ
U
巳
吉
岡
吾
叩
当
2
E
O『

F
Z吋

〉
σ叩－
R
a－－

z
h喝、町、
H
H
t
g
h
H
討
を
口
言
n
H
o
h
H
3
．se間同町民
HHh『
R
3
h
N
R
S
D

－s
h
陣内向・印凶（戸田∞印）・

（
ロ
）
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
『
告
白
』
（
山
田
晶
訳
、
『
世
界
の
名
著
』
一
四
巻
）
、
中
央
公
論
社
、
一
九
六
八
年
。

（
日
）
山
田
晶
「
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
女
性
」
『
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
講
話
』
、
新
地
書
房
、
一
九
八
六
年
。

（
凶
）
書
簡
自
体
は
戸

O
巳－

g弘司・
ω
S芯
ミ
捻
出
口
立
。
遺
言
8
・
5
N由
・
に
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
日
本
語
で
読
め
る
も
の
と
し
て
は
、
柏
木
英
彦
氏
が
「

O
H円
に
基
づ
き
紹
介
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
柏
木
英
彦
『
ア
ベ
ラ
1
ル
』
、
創
文
社
、
一
九
八
五
年
。

（
日
）
前
掲
ジ
ル
ソ
ン
『
ア
ベ
ラ
l
ル
と
エ
ロ
イ
l
ズ
』
、
参
照
。

（
日
）
ベ
ト
ル
ス
・
ア
ベ
ラ
ル
ド
ゥ
ス
「
倫
理
学
』
（
大
道
敏
子
訳
、
『
中
世
思
想
原
点
集
成
』
七
巻
、
前
期
ス
コ
ラ
学
）
平
凡
社
、
一
九
九
六
年
o
y
g吋

〉
σ色白同・円円間同$常的・町内凶・hw可・ロ・何－
F
E印nOBσ
叩・
O
H向
。
司
品
目
白
コ

（
げ
）
例
え
ば
、
ア
ベ
ラ
l
ル
の
『
倫
理
学
』
を
校
訂
、
翻
訳
し
て
い
る
ラ
ス
カ
ム
氏
は
そ
の
『
倫
理
学
』
の
解
説
に
お
い
て
、
ア
ベ
ラ
l
ル
が
原
罪
を
否
定

し
た
と
い
う
立
場
を
取
っ
て
い
る
。
忠
一
昨
印
可
〉
σ色白
E
．師同
H
F
凡門的・℃－
H
H
H
Z
－

（
同
）
彼
の
言
う
「
汝
自
身
を
知
れ
」
に
は
、
「
モ
ッ
ト
ー
」
と
い
う
表
現
が
最
も
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
も
そ
も
百
三

g
と
は
西
欧
の
封
建
貴
族

が
楯
・
紋
章
な
ど
に
記
し
た
題
銘
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
。

（
ω）
『
ア
ベ
ラ
l
ル
と
エ
ロ
イ
l
ズ
』
、
二
二
頁
。
、
ミ
3
．h
～v
S
E邑帆司、時
S
F
司・由


