
右
の
頼
を
打
つ
者
は
誰
か

日
本
正
教
会
の
場
合

持
　
田

行
　
雄

内
村
鑑
三
不
敬
事
件

　
明
治
二
三
年
一
〇
月
に
教
育
勅
語
が
発
布
さ
れ
、
翌
年
一
月
、
そ
の
奉

読
式
が
東
京
本
郷
の
第
二
局
等
中
学
校
で
挙
行
さ
れ
た
。
式
場
に
は
正
面

中
央
に
天
皇
皇
后
両
陛
下
の
写
真
一
御
真
影
一
が
掲
げ
ら
れ
、
そ
の
前
の

卓
上
に
は
明
治
天
皇
が
署
名
一
震
書
一
し
た
教
育
勅
語
が
置
か
れ
た
と
い

う
。
式
辞
、
勅
語
奉
読
な
ど
の
後
、
教
員
、
生
徒
が
順
番
に
進
み
出
て
、

衰
書
を
奉
拝
一
礼
拝
一
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
こ
の
時
、
嘱
託
教
員
の
内
村
鑑
三
は
自
己
の
福
音
主
義
的
信
仰
か
ら
、

こ
の
奉
拝
を
「
宗
教
的
意
味
」
に
理
解
し
、
信
仰
の
良
心
に
基
づ
い
て
震

書
に
は
礼
拝
せ
ず
、
「
チ
ョ
ッ
ト
頭
を
さ
げ
た
」
だ
け
に
し
た
と
い
う
。

し
か
し
、
そ
の
内
村
の
行
為
は
、
当
時
の
国
家
至
上
主
義
的
な
天
皇
神
格

化
を
否
定
し
た
も
の
と
理
解
さ
れ
、
一
部
の
教
師
、
生
徒
な
ど
か
ら
非
難

さ
れ
、
更
に
は
日
本
全
国
か
ら
攻
撃
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
た
め
、

内
村
は
「
依
願
解
職
」
と
な
っ
て
、
つ
い
に
「
枕
す
る
所
な
き
」
苦
難
の

　
　
　
　
　
　
　
　
一
－
一

生
活
を
強
い
ら
れ
て
い
く
。
こ
れ
が
世
に
言
う
「
内
村
鑑
三
不
敬
事
件
」

の
概
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
一
地
方
的
な
一
つ
の
小
さ
な
出
来
事
が

や
が
て
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
世
界
全
体
を
論
争
に
巻
き
込
み
、
更
に
は
、

い
わ
ゆ
る
「
教
育
と
宗
教
の
衝
突
」
事
件
に
ま
で
発
展
し
て
い
く
こ
と
に

な
る
。

　
内
村
は
「
教
育
勅
語
は
実
行
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
礼
拝
す
べ
き
も

の
で
は
な
い
」
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
内
村
の
信
念
に
拘

り
な
く
、
彼
の
と
っ
た
態
度
は
非
難
、
攻
撃
の
的
と
な
り
、
日
本
の
キ
リ

ス
ト
教
徒
も
否
応
な
く
こ
れ
に
っ
い
て
発
言
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
く

る
。
当
時
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
主
張
は
必
ず
し
も
一
様
で
は
な
い
。
震
書

礼
拝
に
対
し
て
積
極
的
に
賛
成
す
る
「
可
拝
論
」
か
ら
、
反
対
に
、
こ
れ

を
強
硬
に
否
定
す
る
「
非
拝
論
」
ま
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
概
ね
彼
等
は

内
村
を
弁
護
す
る
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
1

　
三
並
良
は
、
「
肖
像
或
は
文
字
を
拝
す
る
は
祖
先
崇
拝
教
偶
像
教
の
異

13



物
な
り
L
と
し
て
、
断
固
こ
れ
を
否
定
し
た
と
い
う
。

　
ま
た
、
押
川
方
義
、
植
村
正
久
、
三
並
良
、
丸
山
通
一
、
巌
本
善
治
の

五
名
は
「
敢
え
て
世
の
識
者
に
告
白
す
」
と
題
す
る
署
名
入
り
の
「
共
同

声
明
し
を
発
表
し
、
天
皇
を
神
格
化
し
て
宗
教
的
礼
拝
を
要
求
す
る
な
ら

ば
、
死
を
賭
し
て
で
も
反
対
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
告
白
し
た
。
影
像
礼
拝

や
勅
語
礼
拝
に
真
っ
向
か
ら
反
対
す
る
と
と
も
に
、
も
し
賢
所
参
拝
や
靖

国
神
杜
参
拝
な
ど
に
宗
教
的
意
味
が
あ
り
と
す
れ
ば
、
ご
れ
ら
を
強
制
す

る
の
は
違
憲
行
為
で
あ
る
と
も
主
張
し
て
い
る
。

　
更
に
、
植
村
正
久
は
、
最
も
毅
然
と
し
た
態
度
を
と
り
、
御
真
影
礼
拝

や
勅
語
礼
拝
は
「
殆
ど
児
戯
に
類
す
る
こ
と
」
で
あ
っ
て
、
当
局
者
が
独

断
的
に
「
痴
愚
な
る
頭
脳
の
妄
想
」
に
よ
っ
て
創
作
し
た
も
の
で
あ
る
か

ら
、
こ
の
よ
う
な
習
俗
を
一
掃
す
る
こ
と
こ
そ
、
か
え
っ
て
国
民
の
義
務

　
　
　
　
　
　
　
一
2
一

で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。

二
　
目
本
ハ
リ
ス
ト
ス
正
教
会
の
態
度

　
大
多
数
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
内
村
を
擁
護
し
て
世
論
を
弾
劾
し
た
が
、

日
本
の
正
教
会
だ
け
は
終
始
、
内
村
を
批
判
す
る
立
場
を
貫
い
た
。
例
え

ば
、
正
教
司
祭
の
保
留
一
ぽ
う
ろ
一
森
田
亮
は
、
『
正
教
新
報
』
一
明
治

二
五
年
二
月
一
五
日
発
行
一
に
「
不
敬
事
件
を
論
じ
て
吾
正
教
会
の
主
義

を
明
に
す
」
と
題
す
る
論
文
を
発
表
し
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

　
内
村
鑑
三
氏
の
事
件
は
、
今
で
は
、
世
間
が
こ
れ
を
喧
伝
し
て
「
拝
影

事
件
」
と
か
「
不
敬
事
件
」
な
ど
と
一
一
冒
っ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
「
実

に
小
事
な
る
者
の
如
く
」
な
れ
ど
も
、
第
一
に
「
吾
国
古
来
の
人
情
風
俗

に
反
し
L
、
第
二
に
、
古
来
吾
国
人
の
皇
室
に
対
し
来
た
れ
る
忠
愛
の
感

情
を
損
す
る
感
な
き
能
ざ
ら
し
む
る
等
の
事
あ
る
L
に
お
い
て
は
決
し
て

黙
止
し
去
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
吾
正
教
を
奉
ず
る
者
は
こ

れ
を
「
不
敬
の
行
為
な
り
」
と
明
言
す
る
こ
と
を
決
し
て
薦
踏
し
な
い
。

こ
の
こ
と
は
「
専
ら
国
風
民
俗
に
関
す
る
事
」
で
あ
っ
て
、
少
し
も
「
宗

教
上
に
関
す
る
所
な
し
」
。
従
っ
て
、
吾
国
古
来
の
風
谷
慣
列
に
背
き
、

吾
国
人
の
思
想
に
反
す
る
以
上
は
、
こ
れ
を
不
敬
の
行
為
な
り
と
断
定
し

て
も
よ
い
。
し
か
る
に
、
内
村
氏
や
そ
の
弁
護
論
者
達
が
浅
ま
し
く
も
こ

れ
を
も
っ
て
無
心
の
偶
像
崇
拝
を
厳
禁
す
る
教
理
と
混
同
し
て
、
こ
の
よ

う
な
事
態
に
立
ち
至
っ
た
の
は
、
そ
の
「
僻
見
誤
解
」
も
甚
だ
し
い
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
3
一

で
あ
り
、
こ
れ
は
「
頑
魎
編
枯
の
観
念
」
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
こ
の
事
件
は
国
家
と
キ
リ
ス
ト
教
一
と
り
わ
け
日
本
ハ
リ
ス
ト
ス
正
教

会
一
と
の
問
の
関
係
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
明
か
に
す
る
。

事
実
、
た
だ
日
本
の
正
教
会
だ
け
が
天
皇
制
に
対
し
て
司
祭
森
田
に
代
表

さ
れ
る
よ
う
な
立
場
を
と
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
は
そ
れ
な
り
の
理
由

が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
同
時
に
、
そ
こ
に
日
本
正
教
会
の
一
つ
の
「
個

性
」
を
見
て
と
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　
日
本
の
ハ
リ
ス
ト
ス
教
会
は
ロ
シ
ア
正
教
の
宣
教
師
ニ
コ
ラ
イ
一
俗
名

イ
ワ
ン
・
ド
ミ
ー
ト
リ
ェ
ヴ
ィ
チ
・
カ
サ
ー
ト
キ
ン
）
に
よ
っ
て
幕
末
期

に
も
た
ら
さ
れ
、
創
建
さ
れ
た
。

　
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
神
学
大
学
の
学
生
で
あ
っ
た
カ
サ
ー
ト
キ
ン
は
、
宗
務

庁
一
ω
着
a
一
が
公
示
し
た
在
箱
館
ロ
シ
ア
領
事
館
付
き
司
祭
職
に
就
き
、

修
道
司
祭
に
叙
せ
ら
れ
て
、
翌
一
八
六
一
一
文
久
元
一
年
六
月
に
来
日
す

る
。
箱
館
で
八
年
問
日
本
語
と
日
本
歴
史
を
学
ん
で
か
ら
、
ロ
シ
ア
に
戻

！4



り
、
そ
の
二
年
間
に
宗
務
庁
か
ら
日
本
宣
教
団
一
日
本
伝
道
会
杜
一
設
立

の
認
可
を
取
り
付
け
、
再
び
宣
教
団
の
「
長
」
と
し
て
一
八
七
一
一
明
治

　
　
　
　
　
　
　
　
一
4
一

四
一
年
に
来
日
し
て
い
る
。

　
や
が
て
、
本
拠
を
東
京
に
移
し
た
日
本
宣
教
団
の
活
躍
に
は
め
ざ
ま
し

い
発
展
が
見
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
初
期
の
段
階
で
は
、
「
す
べ
て
の
部
局
が
、

発
案
者
に
し
て
参
加
者
に
し
て
事
業
全
体
の
中
心
で
あ
っ
た
ニ
コ
ラ
イ
大

主
教
の
直
接
関
与
の
も
と
で
動
き
出
し
、
生
き
生
き
と
活
動
」
し
て
い
た
。

例
え
ば
、
附
属
の
「
神
学
校
の
運
営
を
直
接
司
っ
て
い
る
の
は
教
員
会
議

で
あ
る
が
「
こ
の
会
議
は
討
論
し
た
こ
と
や
必
要
な
こ
と
を
す
べ
て
大
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
5
一

教
に
検
討
し
て
も
ら
い
承
認
を
受
け
て
」
い
た
と
い
う
。
ニ
コ
ラ
イ
は
ほ

と
ん
ど
ツ
ァ
ー
リ
的
な
力
を
掌
握
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
不
敬
事
件
が
発
生
し
た
一
八
九
一
一
明
治
二
四
一
年
に
は
「
皇
居
を
あ

な
ど
る
か
の
よ
う
に
全
都
を
下
に
見
て
そ
び
え
立
っ
」
と
し
て
評
判
の
悪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
6
一

か
っ
た
ニ
コ
ラ
イ
堂
が
落
成
し
、
「
成
聖
式
」
が
行
わ
れ
て
い
る
。
不
敬

事
件
か
ら
わ
ず
か
二
ヶ
月
後
の
三
月
の
こ
と
で
あ
る
。
日
本
正
教
会
は
ま

さ
に
絶
頂
期
を
迎
え
て
い
た
。

　
従
っ
て
、
天
皇
制
に
対
す
る
日
本
正
教
の
態
度
は
、
ニ
コ
ラ
イ
大
主
教

自
身
の
と
っ
た
態
度
で
も
あ
り
、
同
時
に
ロ
シ
ア
正
教
の
そ
れ
で
も
あ
っ

た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

三
　
キ
リ
ス
ト
教
の
展
開

　
ロ
シ
ア
正
教
は
ギ
リ
シ
ア
正
教
の
流
れ
を
汲
む
。
こ
の
正
教
の
成
立
史

は
複
雑
で
あ
る
。
し
か
し
、
差
し
当
た
り
こ
こ
で
は
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ

　
ヌ
ス
帝
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
公
認
に
つ
い
て
考
え
れ
ば
足
り
る
。

　
　
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
と
リ
キ
ニ
ウ
ス
と
は
、
三
二
二
年
に
、
ミ
ラ
ノ

　
で
会
談
し
、
1
「
全
人
類
の
利
益
と
な
る
も
の
の
う
ち
、
神
へ
の
礼
拝

は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
我
等
の
第
一
の
最
も
主
要
な
関
心
事
と
な
る
べ
き

も
の
で
あ
り
、
天
に
在
す
神
が
我
等
と
我
等
の
統
治
下
に
あ
る
す
べ
て
の

人
々
に
慈
悲
深
く
あ
ら
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
や
他
の
す
べ

　
て
の
人
々
が
そ
れ
ぞ
れ
に
好
む
宗
教
に
従
う
自
由
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
と

　
い
う
こ
と
は
正
し
い
こ
と
で
あ
る
」
と
決
定
し
、
1
「
そ
れ
故
、
以
前

　
に
我
等
が
指
示
し
た
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
関
す
る
規
定
に
は
も
は
や
関
係
な

く
、
こ
の
宗
教
を
選
ぶ
す
べ
て
の
者
が
、
妨
害
や
支
障
な
し
に
、
そ
れ
を

持
続
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
、
い
か
な
る
方
法
に
お
い
て
も
悩
ま
さ
れ
た
り

干
渉
さ
れ
た
り
す
べ
き
で
は
な
い
こ
と
」
を
宣
言
し
た
。
同
時
に
、
他
の

す
べ
て
の
者
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
を
自
由
に
、
制
限
な
く
信
じ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
一
7
一

　
が
許
さ
れ
て
い
る
。

　
　
こ
の
「
公
認
」
は
単
に
キ
リ
ス
ト
教
が
帝
国
内
に
お
け
る
多
く
の
宗
教

　
の
中
の
一
つ
の
宗
教
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
が
、

し
か
し
、
そ
れ
は
そ
の
後
の
キ
リ
ス
ト
教
の
展
開
に
関
し
て
様
々
な
可
能

性
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
宗
教
が
国
家
と
結
△
｝
す
る
最
初
の
切
っ
掛
け
を

な
し
た
の
で
あ
る
。
事
実
、
そ
の
後
の
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
帝
は
、
ア

　
リ
ウ
ス
派
と
ア
タ
ナ
シ
ウ
ス
派
と
の
論
争
の
解
決
に
乗
り
出
し
、
三
二
五

年
に
は
ニ
カ
イ
ア
に
宗
教
会
議
を
招
集
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
会
議
が
ア

　
リ
ウ
ス
派
の
追
放
を
決
定
す
る
と
、
両
者
の
融
和
を
図
り
、
ア
リ
ウ
ス
派

聖
職
者
の
追
放
を
解
除
し
、
三
三
五
年
に
は
反
対
に
ア
タ
ナ
シ
ウ
ス
を
破

、
門
し
、
追
放
し
た
。
彼
が
正
式
に
キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗
し
た
の
は
、
そ
の

15



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
呂
一

生
涯
の
最
後
に
至
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

　
皇
帝
一
国
家
）
権
力
に
干
渉
さ
れ
翻
弄
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
以
来
、

キ
リ
ス
ト
教
は
上
・
下
二
つ
の
方
向
へ
と
分
裂
し
て
い
く
。
貧
し
い
者
の

立
場
か
ら
貧
し
い
者
に
語
り
か
け
て
、
迫
害
さ
れ
な
が
ら
も
、
殉
教
者
の

、
信
仰
に
ま
で
結
晶
し
、
公
認
後
は
修
道
一
筋
に
生
き
よ
う
と
し
た
人
々
の

心
の
中
に
生
き
残
っ
て
い
っ
た
イ
エ
ス
の
キ
リ
ス
ト
教
、
す
な
わ
ち
「
左

　
の
頗
を
向
け
る
者
」
の
宗
教
と
、
公
認
さ
れ
る
と
同
時
に
、
形
式
的
に
は

帝
権
の
上
位
に
位
置
し
な
が
ら
、
実
質
的
に
は
国
家
権
力
に
従
属
し
つ
つ

地
上
の
支
配
権
を
欲
し
い
ま
ま
に
す
る
よ
う
に
な
る
パ
ン
ト
ク
ラ
ト
ー
ル

の
キ
リ
ス
ト
教
、
す
な
わ
ち
「
右
の
頗
を
打
つ
者
」
の
宗
教
と
に
二
極
分

化
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

四
　
キ
リ
ス
ト
教
の
国
教
化

　
「
右
の
頼
を
打
つ
者
」
の
キ
リ
ス
ト
教
と
「
左
の
頗
を
向
け
る
者
」
の

キ
リ
ス
ト
教
へ
の
二
極
分
化
を
決
定
的
に
し
た
の
は
、
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
帝

に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
国
教
化
で
あ
る
。
－
使
徒
の
教
え
と
福
音
の
教

理
に
従
っ
て
、
等
し
い
威
厳
と
神
聖
な
三
位
一
体
の
う
ち
に
あ
る
父
と
子

と
聖
霊
の
唯
一
の
神
性
を
信
じ
て
、
自
ら
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
な
っ
た
テ
オ

ド
シ
ウ
ス
帝
は
、
こ
の
基
準
に
従
う
者
が
カ
ト
リ
ッ
ク
・
キ
リ
ス
ト
教
徒

と
い
う
名
称
を
と
な
え
る
権
利
を
与
え
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
以
外

の
者
は
「
愚
か
な
狂
人
」
で
あ
る
か
ら
、
異
端
者
と
い
う
不
名
誉
な
名
で

呼
ば
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
彼
等
の
会
堂
に
対
し
て
教
会
の
名
を
与
え
る
べ

き
で
は
な
い
な
ど
と
も
命
じ
て
い
る
。
こ
う
い
う
人
々
は
、
第
一
に
神
の

審
判
に
よ
る
罰
を
受
け
、
第
二
に
我
々
の
権
威
が
天
の
意
志
に
従
っ
て
下

す
罰
を
受
け
る
こ
と
に
な
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
従
っ
て
、
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
帝
は
、
異
端
者
が
そ
の
違
法
の
集
会
を
市
内

で
開
く
こ
と
を
許
可
し
な
い
。
彼
等
は
教
会
の
門
口
か
ら
も
完
全
に
占
め

出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
全
世
界
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
ニ
カ
イ
ア

の
信
仰
を
保
持
す
る
正
統
な
司
教
達
の
も
と
へ
戻
る
こ
と
が
で
き
る
た
め

に
、
も
し
彼
等
が
何
ら
か
の
妨
害
を
企
て
る
な
ら
ば
、
彼
等
の
暴
動
を
鎮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
g
一

圧
し
て
、
都
市
の
城
壁
外
に
追
放
す
べ
き
で
あ
る
と
命
令
す
る
。

　
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
帝
は
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
帝
以
来
の
キ
リ
ス
ト
教
支

持
政
策
を
続
行
し
、
更
に
こ
れ
を
徹
底
さ
せ
て
い
っ
た
。
三
九
二
年
に
、

彼
は
ロ
ー
マ
伝
来
の
神
々
の
礼
拝
を
全
面
的
に
禁
止
し
、
ニ
カ
イ
ア
宗
教

会
議
の
決
定
を
正
統
信
仰
と
定
め
て
、
キ
リ
ス
ト
教
を
「
唯
一
無
二
の
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
”
一

教
」
と
し
た
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
は
、
文
字
通
り
「
覇
道
の
宗
教
」

と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、
ロ
ー
マ
帝
国
は
、
「
キ
リ
ス
ト
教
的
ロ
ー
マ
帝
国
」

と
な
り
、
異
教
の
神
々
が
歴
史
の
舞
台
か
ら
遠
ざ
か
る
に
っ
れ
て
、
信
仰

論
争
も
「
も
は
や
異
教
対
キ
リ
ス
ト
教
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
内
で
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
■
一

正
統
・
異
端
論
争
に
移
っ
て
い
く
」
こ
と
に
な
る
。

　
「
だ
れ
か
が
あ
な
た
の
右
の
頬
を
打
つ
な
ら
、
左
の
頗
を
も
向
け
な
さ

い
。
あ
な
た
を
訴
え
て
下
着
を
取
ろ
う
と
す
る
者
に
は
、
上
着
を
も
取
ら

せ
な
さ
い
。
」
（
マ
タ
イ
五
二
二
九
～
四
〇
）
。
イ
エ
ス
が
貧
し
い
群
衆
に

向
か
っ
て
語
っ
た
と
さ
れ
る
こ
れ
ら
の
言
葉
の
中
の
「
右
の
頼
を
打
つ
者
」

は
、
本
来
、
「
左
の
頗
を
向
け
る
者
」
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
た
は
ず
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
言
葉
の
前
に
は
、
「
あ
な
た
が
た
も
聞
い
て
い
る
と
お
り
、

『
目
に
は
目
を
、
歯
に
は
歯
を
』
と
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
わ
た
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し
は
言
っ
て
お
く
。
悪
人
に
手
向
か
っ
て
は
な
ら
な
い
L
一
マ
タ
イ
五
一

三
八
～
三
九
）
と
い
う
文
言
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
「
右
の
頗
を
打
つ
者
」
と
「
左
の
頼
を
向
け
る
者
」
と
の
敵

対
関
係
が
明
白
に
前
提
さ
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
左
の
頼
を
向
け
る
行
為

が
「
敵
を
愛
し
、
迫
害
す
る
者
の
た
め
に
祈
る
」
一
マ
タ
イ
五
一
四
四
一

愛
の
行
為
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
の
中
核
に
な
り
得
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
は
キ
リ
ス
ト
教
そ
の
も
の
が
国
教
化

さ
れ
て
変
質
す
る
。
上
に
見
た
よ
う
に
、
「
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
法
典
」
第
一

六
巻
第
一
章
二
節
や
第
五
章
六
節
な
ど
に
見
ら
れ
る
キ
リ
ス
ト
教
は
、
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
皿
一

で
に
「
右
の
頗
を
打
つ
者
」
の
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
る
。
異
端
者
は
皇
帝
の

権
威
が
天
の
意
志
に
従
っ
て
下
す
罰
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ

で
は
「
右
の
頗
を
打
つ
者
」
も
「
左
の
頼
を
向
け
る
者
」
毛
、
正
統
と
異

端
と
い
う
闘
争
に
お
い
て
、
共
に
キ
リ
ス
ト
教
徒
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し

て
、
公
認
以
前
に
は
殉
教
者
の
宗
教
で
あ
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
が
、
同
一
の

キ
リ
ス
ト
教
の
名
の
も
と
に
、
一
方
は
「
右
の
頼
を
打
つ
者
」
一
す
な
わ

ち
、
国
家
権
力
を
中
核
と
す
る
支
配
者
や
高
位
聖
職
者
層
）
の
キ
リ
ス
ト

教
へ
、
他
方
は
「
左
の
頗
を
向
け
る
者
」
一
す
な
わ
ち
、
義
の
た
め
に
迫

害
さ
れ
る
一
マ
タ
イ
五
一
一
〇
）
禁
欲
者
や
修
道
者
層
一
の
キ
リ
ス
ト
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
u
一

へ
と
二
極
分
化
を
遂
げ
て
い
く
。

五
　
ロ
シ
ア
正
教
の
発
展

　
キ
エ
フ
・
ロ
シ
ア
が
ウ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
公
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
を
国
教

に
し
た
の
も
、
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
帝
に
よ
る
口
i
マ
帝
国
の
場
合
と
同
様
で

あ
っ
た
。
こ
の
キ
リ
ス
ト
教
の
公
的
受
容
は
九
八
八
年
の
こ
と
と
い
う
。

無
論
、
そ
れ
以
前
に
も
布
教
が
行
わ
れ
、
そ
れ
な
り
の
成
果
は
あ
が
っ
て

い
た
。
キ
エ
フ
・
ロ
シ
ア
が
政
治
勢
力
を
強
め
る
に
つ
れ
て
、
周
辺
地
域

の
国
々
か
ら
、
ウ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
大
公
に
新
し
い
宗
教
を
導
入
す
る
よ
う
勧

め
る
使
者
が
多
く
な
る
。
「
当
時
の
世
界
に
あ
っ
て
は
有
力
宗
教
の
導
入

が
新
興
国
家
の
地
位
を
高
め
る
手
段
で
あ
っ
た
」
か
ら
で
あ
る
。

　
九
八
六
年
に
は
、
イ
ス
ラ
ム
教
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
キ
リ
ス
ト
教
、
ユ
ダ

ヤ
教
、
東
方
正
教
な
ど
の
人
々
が
信
仰
を
勧
め
に
訪
れ
た
。
そ
し
て
、
翌

－
年
、
ウ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
は
「
家
柄
が
よ
く
思
慮
深
い
家
来
を
十
人
」
選
ん
で
、

そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
の
優
劣
を
実
地
に
調
べ
さ
せ
る
。
彼
等
は
各
地
を
訪
問

後
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ポ
リ
ス
に
や
っ
て
来
る
。
そ
し
て
、
広
々
と
し

た
教
会
堂
一
多
分
、
ハ
ギ
ア
・
ソ
フ
ィ
ア
教
会
か
聖
使
徒
教
会
一
で
の
荘

厳
な
儀
式
に
す
っ
か
り
心
を
奪
わ
れ
て
し
ま
う
。
彼
等
は
、
戻
っ
て
く
る

と
、
「
私
た
ち
は
天
上
に
い
た
の
か
地
上
に
い
た
の
か
分
か
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
　
　
…
あ
そ
こ
で
は
神
が
人
々
と
と
も
に
お
ら
れ
、
彼
ら
の
勤
行

が
す
べ
て
の
国
に
ま
さ
っ
て
い
る
こ
と
だ
け
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
」
と

報
告
し
た
と
い
う
。
教
会
堂
内
の
イ
コ
ン
、
司
祭
の
礼
服
、
合
唱
隊
の
聖

歌
、
た
ゆ
た
う
香
の
煙
－
感
覚
を
幻
惑
さ
せ
る
東
方
教
会
の
華
麗
な
典

礼
が
完
成
を
見
た
の
は
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
頃
で
あ
っ
た
。

　
翌
九
八
八
年
、
ウ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
大
公
は
ビ
ザ
ン
チ
ン
帝
国
領
の
ケ
ル
ソ

ネ
ソ
ス
で
洗
礼
を
受
け
、
ビ
ザ
ン
チ
ン
皇
帝
バ
シ
レ
イ
オ
ス
ニ
世
の
妹
ア

ン
ナ
を
妻
に
す
る
。
や
が
て
キ
エ
フ
に
戻
る
と
、
彼
は
「
異
教
の
偶
像
を

破
壊
さ
せ
、
臣
下
や
町
の
住
民
を
ド
ニ
エ
プ
ル
川
の
岸
辺
に
集
め
、
東
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
］
〕

教
会
の
伝
統
的
な
浸
礼
の
方
法
で
洗
礼
を
受
け
さ
せ
た
」
と
い
う
。
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キ
エ
フ
・
ロ
シ
ア
も
ま
た
、
公
国
支
配
者
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
な
る
こ

と
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
国
化
し
た
。
そ
し
て
、
東
ロ
ー
マ
帝
国
の
遺
構

を
受
け
継
ぎ
、
教
会
が
国
家
機
構
の
一
部
に
組
み
込
ま
れ
た
、
ロ
シ
ア
正

教
会
独
白
な
伝
統
を
形
成
し
て
い
く
。
ロ
シ
ア
は
そ
の
後
数
世
紀
も
経
ず

し
て
東
方
正
教
界
最
大
の
教
会
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
主

流
は
ど
こ
ま
で
も
、
教
権
が
信
仰
上
の
理
由
か
ら
で
は
な
く
、
む
し
ろ
帝

権
が
支
配
徹
底
上
の
理
由
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
世
界
内
の
批
判
や
改
革
な

ど
を
異
端
と
し
て
排
斥
す
る
「
右
の
頗
を
打
つ
者
」
の
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
っ

た
。
や
は
り
、
覇
道
の
宗
教
の
道
を
歩
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。

　
ピ
ョ
ー
ト
ル
大
帝
一
ニ
ハ
八
二
～
一
七
二
五
）
上
と
も
に
ロ
シ
ア
正
教

会
は
新
し
い
時
代
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。
西
欧
の
急
激
な
発
展
に
強
い

衝
撃
を
受
け
た
大
帝
が
、
新
首
都
を
サ
ン
ク
ト
・
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
に
建
設

し
、
ロ
シ
ア
を
西
欧
的
な
近
代
国
家
に
作
り
変
え
よ
う
と
、
徹
底
し
た
欧

化
政
策
を
実
行
に
移
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
彼
は
「
ロ
シ
ア
正
教

会
の
自
主
独
立
権
を
削
ぎ
、
教
会
を
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

教
会
に
な
ら
っ
て
国
家
に
奉
仕
す
る
国
教
会
に
変
え
よ
う
」
と
し
た
。

　
ロ
シ
ア
人
民
が
教
会
に
対
し
て
献
身
的
で
あ
る
こ
と
を
熟
知
し
て
い
た

ピ
ョ
ー
ト
ル
大
帝
は
、
「
時
問
稼
ぎ
を
し
な
が
ら
」
、
徐
々
に
教
会
権
利
の

剥
奪
を
企
て
て
い
く
。
そ
し
て
、
一
七
二
一
年
ま
で
に
は
、
制
度
上
の
改

革
を
ほ
ぼ
完
了
す
る
。
そ
の
最
大
の
改
革
は
「
総
主
教
座
の
廃
止
」
で
あ
っ

た
。
総
主
教
座
に
代
わ
っ
て
、
皇
帝
一
ツ
ァ
ー
リ
一
が
選
任
す
る
二
一
人

の
聖
職
者
か
ら
な
る
「
宗
務
院
一
シ
ノ
ド
一
」
が
設
立
さ
れ
る
。
こ
れ
は

教
会
の
管
理
、
統
制
に
当
た
る
監
督
機
関
で
あ
る
。
二
一
人
の
構
成
メ
ン

バ
ー
は
主
教
、
修
道
士
、
妻
帯
司
祭
か
ら
成
る
が
、
彼
等
の
任
免
権
は
皇

帝
が
独
占
し
た
。

　
宗
務
院
は
ま
た
、
皇
帝
に
直
属
し
て
世
俗
の
大
臣
で
あ
る
「
宗
務
院
総

長
」
の
支
配
下
に
置
か
れ
た
。
宗
務
院
総
長
は
宗
務
院
に
責
任
を
負
う
べ

き
正
式
の
構
成
貝
で
は
な
か
っ
た
が
、
彼
の
承
認
な
し
に
宗
務
院
は
議
決

す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
討
論
す
る
こ
と
さ
え
許
さ
れ
な
か
っ
妊
、
。

　
そ
の
完
全
な
意
味
に
お
い
て
、
ロ
シ
ア
正
教
会
の
キ
リ
ス
ト
教
は
「
右

の
頗
を
打
つ
者
」
の
キ
リ
ス
ト
教
と
な
っ
た
。
こ
こ
に
「
覇
道
の
宗
教
」

は
制
度
的
に
も
一
つ
の
完
成
を
見
た
の
で
あ
る
。

　
い
ま
や
ロ
シ
ア
正
教
会
は
そ
の
自
由
と
自
治
権
を
剥
奪
さ
れ
、
世
俗
権

力
の
支
配
下
に
完
全
に
従
属
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
国
家
の
教

会
支
配
は
、
更
に
そ
の
後
の
エ
カ
チ
ェ
リ
ナ
女
帝
一
一
七
六
二
～
九
六
一

の
治
世
下
に
強
化
さ
れ
、
一
九
一
七
年
の
共
産
主
義
革
命
に
よ
る
ロ
マ
ノ

フ
王
朝
崩
壊
ま
で
存
続
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
イ
ワ
ン
・
ド
ミ
ー
ト
リ
エ
ヴ
ィ
チ
・
カ
サ
ー
ト
キ
ン
（
の
ち
の
ニ
コ
ラ

イ
）
は
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
宗
務
院
制
度
を
通
し
て
、
帝
権
が
教
権
を
支
配

し
て
い
た
一
そ
の
意
味
で
は
最
も
ロ
シ
ア
正
教
会
的
な
在
り
方
を
し
て
い

た
一
時
代
の
キ
リ
ス
ト
教
の
中
に
生
ま
れ
二
八
三
六
一
、
そ
の
キ
リ
ス

ト
教
信
仰
を
身
に
付
け
て
成
長
し
た
。

六
　
日
本
に
お
け
る
正
教
の
宣
教

　
ニ
コ
ラ
イ
が
日
本
宣
教
団
の
長
と
し
て
再
来
日
し
て
か
ら
ほ
ぼ
十
年
後

の
あ
る
年
、
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
で
「
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
主
教
区
宣
教
委
員
会
」

総
会
が
開
か
れ
、
そ
こ
で
オ
ル
ナ
ツ
キ
ー
司
祭
が
「
日
本
に
お
け
る
ロ
シ
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一
m
一

ア
正
教
宣
教
団
と
正
教
会
L
と
題
す
る
講
演
を
行
っ
た
。
そ
れ
一
中
村
健

之
介
訳
一
に
よ
る
と
、
－
「
是
が
非
で
も
東
京
に
キ
リ
ス
ト
教
復
活
大

聖
堂
を
完
成
さ
せ
な
け
れ
ば
」
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
「
わ
が
正
教
の
ル
ー

シ
［
ロ
シ
ア
の
古
称
］
が
九
〇
〇
年
ま
え
に
体
験
し
た
よ
ろ
こ
ば
し
い
日

［
ギ
リ
シ
ャ
正
教
が
国
教
と
し
て
採
用
さ
れ
た
日
］
・
・
－
そ
の
日
が

や
っ
て
き
て
、
日
本
の
帝
が
自
分
の
民
の
た
め
に
ど
の
宗
教
を
採
用
し
た

ら
よ
い
か
を
思
案
し
た
と
き
、
日
本
人
が
『
ロ
シ
ア
正
教
の
教
え
が
一
番

で
す
。
正
教
の
聖
堂
で
は
す
べ
て
が
ま
る
で
天
国
の
よ
う
で
す
。
わ
た
し

ど
も
の
言
葉
に
よ
っ
て
帝
が
正
教
を
選
ば
れ
ま
す
よ
う
に
。
そ
う
な
り
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
け
一

す
よ
う
に
！
』
と
言
う
よ
う
に
な
る
た
め
」
で
あ
る
と
い
う
。

　
無
論
、
こ
れ
は
ニ
コ
ラ
イ
大
主
教
の
考
え
を
も
代
弁
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
事
実
、
ニ
コ
ラ
イ
も
ま
た
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
－
「
ど
の

宗
派
が
日
本
で
優
勢
を
し
め
る
か
と
い
う
問
題
の
答
が
出
る
日
は
、
さ
ほ

ど
遠
く
な
い
と
思
わ
れ
る
。
か
っ
て
ロ
シ
ア
で
こ
れ
と
似
た
問
題
が
生
じ

た
と
き
、
ヴ
ラ
ヂ
ー
ミ
ル
公
は
こ
の
問
題
が
ロ
シ
ア
に
よ
っ
て
極
め
て
重

大
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
、
最
善
の
解
決
を
求
め
て
可
能
な
限
り
の
あ
ら

ゆ
る
手
立
て
を
講
じ
た
。
　
　
…
願
わ
く
は
日
本
政
府
も
ま
た
日
本
の
た

め
に
、
真
理
そ
の
も
の
の
利
を
は
か
り
、
か
っ
自
国
民
の
精
神
的
並
び
に

物
質
的
利
益
を
目
指
し
て
、
慎
重
と
賢
明
を
も
っ
て
こ
の
問
題
を
解
い
て

　
　
　
一
㎎
一

ほ
し
い
。
」
。

　
ロ
シ
ア
正
教
が
日
本
国
天
皇
に
よ
り
、
国
教
と
し
て
採
用
さ
れ
る
こ
と

を
期
待
す
る
の
は
「
い
か
に
も
キ
リ
ス
ト
教
が
ヴ
ラ
ヂ
ー
ミ
ル
公
に
よ
っ

て
国
の
宗
教
と
さ
れ
た
ロ
シ
ア
の
教
会
人
ら
し
い
考
え
方
」
で
あ
る
と
思

　
　
　
一
m
一

わ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
考
え
は
、
必
ず
し
も
ロ
シ
ア
正
教
会
宣
教
師
だ

け
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
次
の
よ
う
な
資
料
も
伝
え
ら
れ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
　
　
　
「
も
し
も
陛
下
が
終
極
的
に
、
キ
リ
ス
ト
教
を

日
本
に
受
け
入
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
場
合
に
は
、

陛
下
は
す
べ
て
の
者
に
魁
け
て
洗
礼
を
受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、

そ
れ
は
先
々
教
会
の
長
と
し
て
そ
の
支
配
下
に
あ
る
何
百
万
も
の
国
民
の

指
導
者
と
な
る
た
め
で
あ
り
ま
す
。
も
し
も
陛
下
が
そ
の
よ
う
な
決
定
を

行
な
う
な
ら
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
主
権
者
た
ち
は
ど
ん
な
に
か
陛
下
を
尊

敬
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
」

　
こ
れ
は
、
長
崎
在
住
の
オ
ラ
ン
ダ
人
へ
ー
ル
ツ
の
『
日
本
年
報
』
第
八

章
「
一
八
七
二
年
の
日
本
」
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
「
帝
へ
の
公
開
書
状
」

の
一
部
分
で
あ
っ
た
た
め
に
、
明
治
初
期
の
カ
ト
リ
ッ
ク
・
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
の
宣
教
師
達
が
ロ
シ
ア
正
教
ニ
コ
ラ
イ
や
オ
ル
ナ
ツ
キ
ー
の
よ
う
に

天
皇
や
日
本
政
府
に
よ
る
国
教
採
用
の
期
待
を
表
明
し
た
文
章
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
中
村
健
之
介
氏
の
推
測
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
、
明

治
の
啓
蒙
家
中
村
敬
宇
の
『
擬
泰
西
人
上
書
』
の
中
の
文
章
が
へ
ー
ル
ツ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
㎜
一

の
『
日
本
年
報
』
に
書
写
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

　
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
明
治
の
日
本
人
の
中
に
も
キ
リ
ス
ト
教
の

国
教
化
を
願
う
人
々
の
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
宣
教
師
の
活
動
は
、

い
つ
の
時
代
で
あ
れ
、
ロ
シ
ア
正
教
の
場
合
に
限
ら
ず
、
宣
教
地
の
キ
リ

ス
ト
教
化
を
ね
ら
っ
て
行
わ
れ
る
活
動
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
地
に
彼
等
の

活
動
の
意
図
に
同
調
す
る
人
々
が
出
現
し
た
と
し
て
も
何
ら
不
思
議
で
は

な
い
。
事
実
、
最
近
の
研
究
に
よ
る
と
、
日
本
の
音
楽
の
近
代
化
一
西
洋

化
）
で
す
ら
、
本
当
の
と
こ
ろ
は
、
日
本
の
「
キ
リ
ス
ト
教
化
」
の
こ
と

で
あ
っ
た
と
い
う
。
『
小
学
唱
歌
集
』
の
隠
さ
れ
た
正
体
は
、
秘
め
ら
れ
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た
賛
美
歌
集
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
そ
し
て
、
日
本
音
楽
の
西
洋
化
、

実
は
キ
リ
ス
ト
教
化
と
い
う
こ
の
日
本
近
代
音
楽
の
運
命
を
決
定
的
に
し

た
ボ
ス
ト
ン
小
学
校
音
楽
教
師
の
指
導
者
ル
ー
サ
ー
・
ホ
ワ
イ
テ
ィ
ン

グ
・
メ
ー
ソ
ン
を
日
本
に
呼
ん
だ
人
物
は
森
有
礼
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か

　
　
　
　
　
一
2
1
）

と
い
う
の
で
あ
る
。

七
　
ロ
シ
ア
と
日
本
と
の
関
係
に
お
け
る
正
教
会

　
ど
の
派
の
キ
リ
ス
ト
教
を
採
用
す
る
か
、
日
本
政
府
は
慎
重
、
賢
明
に

検
討
し
て
欲
し
い
と
い
う
先
に
引
用
し
た
ニ
コ
ラ
イ
の
言
葉
は
、
い
か
に

も
キ
リ
ス
ト
教
を
国
教
と
し
た
ロ
シ
ア
の
宣
教
師
ら
し
い
発
言
で
あ
っ
た

が
、
し
か
し
、
こ
の
発
言
の
根
底
に
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
や
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
の
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
、
た
だ
ロ
シ
ア
正
教
の
そ
れ
だ
け
が
唯
一
の

正
し
い
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
る
と
い
う
信
念
が
前
提
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
堅

固
な
信
念
は
、
そ
の
ま
ま
帝
が
キ
リ
ス
ト
教
を
採
用
す
る
場
合
に
は
必
ず

ロ
シ
ア
正
教
を
採
る
は
ず
で
あ
る
と
い
う
確
信
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
そ

れ
が
ま
た
、
内
村
鑑
三
不
敬
事
件
に
対
し
て
も
、
日
本
の
正
教
会
に
、
他

の
宗
派
と
は
異
な
っ
た
立
場
を
取
ら
せ
た
理
由
で
も
あ
っ
た
。

　
事
実
、
正
教
の
典
礼
に
は
、
祈
祷
の
文
句
の
中
に
必
ず
皇
帝
や
皇
后
の

た
め
に
主
に
祈
る
と
い
う
言
葉
が
入
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
ロ
シ
ア
の
場
合

に
限
ら
ず
、
ギ
リ
シ
ア
の
場
合
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
無
論
、
日
本
の
正
教

会
の
典
礼
文
の
中
に
も
、
天
皇
陛
下
・
皇
后
陛
下
の
た
め
に
祈
る
と
い
う

言
葉
が
入
っ
て
い
た
。
現
在
で
も
、
例
え
ば
、
「
晩
課
」
や
「
早
課
」
の
「
大

連
祷
」
の
中
に
「
我
が
国
の
天
皇
及
び
国
を
司
る
者
の
為
に
主
に
祈
ら
ん
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
”
）

な
ど
と
い
う
言
葉
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
。

　
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
一
部
の
信
徒
か
ら
日
本
の
天
皇
皇
后
両

陛
下
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
は
な
い
か
ら
、
そ
の
た
め
に
祈
る
の
は
お
か
し

い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
宣
教
の
当
初
か
ら
出
さ
れ
て
い
た
と
い

う
。
明
治
の
日
本
正
教
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
で
あ
っ
た
石
川
喜
三
郎
は
、
明

治
二
五
年
に
『
正
教
と
国
家
』
を
出
版
し
て
、
　
　
天
皇
陛
下
と
は
何
か

と
い
う
と
、
神
命
を
奉
じ
て
一
国
を
統
御
し
給
う
者
で
あ
る
か
ら
、
従
っ

て
、
な
ぜ
そ
の
た
め
に
祈
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
、

天
皇
陛
下
が
、
い
ま
だ
正
教
の
信
者
に
な
っ
て
は
い
な
い
と
し
て
も
、
や

が
て
は
キ
リ
ス
ト
教
の
真
理
に
目
覚
め
て
正
教
に
帰
依
す
る
よ
う
に
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
鴉
一

た
め
に
祈
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
　
　
と
主
張
し
た
と
い
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
皇
室
及
び
日
本
政
府
へ
の
従
順
を
表
明
し
て
い
た
に
も

拘
ら
ず
、
ロ
シ
ア
と
日
本
と
の
関
係
が
険
悪
に
な
る
に
つ
れ
て
、
日
本
正

教
会
に
対
す
る
国
民
の
敵
意
や
反
感
は
ま
す
ま
す
激
し
く
な
っ
て
い
く
。

　
日
露
戦
争
の
時
に
は
「
正
教
会
は
好
悪
の
巣
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
日
本

の
頭
上
へ
呪
証
が
ふ
り
ま
か
れ
、
そ
こ
で
は
日
本
の
敗
北
の
た
め
の
祈
祷

が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
教
会
は
常
に
、
ロ
シ
ア
に
仕
え
る
ス
パ
イ
た
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
4
一

の
中
心
機
関
で
あ
っ
た
。
」
と
い
っ
た
新
聞
論
調
ま
で
現
れ
た
。

　
ニ
ヨ
フ
イ
主
教
は
戦
争
の
問
も
日
本
に
留
ま
っ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
事

態
を
憂
慮
し
、
東
京
で
次
の
よ
う
な
講
話
を
発
表
す
る
。

　
「
ひ
と
た
び
宣
戦
が
な
さ
れ
た
な
ら
ば
、
日
本
の
勝
利
を
祈
願
す
る
の

が
あ
な
た
方
の
義
務
で
す
。
日
本
の
勝
利
が
報
ぜ
ら
れ
る
た
び
に
、
あ
な

た
方
は
必
ず
神
に
感
謝
を
捧
げ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
正
教
会
は
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
5
一

義
務
を
、
ど
の
国
の
信
者
に
も
例
外
な
く
課
し
て
い
ま
す
。
」
。
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ま
た
、
日
本
の
土
着
宗
教
の
信
者
達
が
正
教
徒
に
対
し
て
迫
害
に
出
る

こ
と
を
懸
念
し
た
日
本
政
府
は
、
内
務
省
か
ら
す
べ
て
の
仏
教
及
び
神
道

の
宗
派
の
長
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
指
示
を
配
布
し
た
。
1
「
ロ
シ
ア

と
の
外
交
関
係
は
断
た
れ
た
が
、
戦
争
相
手
国
民
の
個
々
人
に
関
し
て
は

い
か
な
る
憎
悪
敵
対
の
感
情
も
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
と
り
わ
け
、
宗
教

の
領
域
に
お
い
て
は
そ
う
で
あ
る
。
い
か
に
信
仰
と
宗
派
が
異
な
ろ
う
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
那
一

も
、
す
べ
て
の
人
が
例
外
な
く
同
等
に
扱
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
日
本
政
府
当
局
の
好
意
的
な
発
言
は
、
か
え
っ

て
正
教
会
に
対
す
る
国
民
の
敵
意
や
反
感
が
い
か
に
大
き
か
っ
た
か
を
物

語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
日
本
の
場
合
、
正
教
徒
の
「
右
の
頗
を
打
つ
者
」
は
、
必
ず
し
も
権
力

構
造
の
頂
点
に
立
つ
者
で
は
な
か
っ
た
。
皇
帝
が
中
心
に
な
っ
て
全
国
的

な
規
模
で
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
迫
害
す
る
と
い
っ
た
ロ
ー
マ
帝
国
の
迫
害
に

類
す
る
事
態
は
、
す
で
に
明
治
の
初
年
頃
に
終
わ
っ
て
い
た
。
し
か
し
、

政
治
的
支
配
者
の
命
令
の
下
で
、
異
教
の
偶
像
が
す
べ
て
破
壊
さ
れ
、
家

臣
や
町
の
住
民
が
川
岸
に
集
め
ら
れ
て
、
一
度
に
洗
礼
を
受
け
る
な
ど
と

い
う
キ
エ
フ
・
ロ
シ
ア
的
な
出
来
事
も
ま
た
、
日
本
の
場
合
は
、
全
く
予

想
だ
に
不
可
能
な
事
態
で
あ
っ
た
。

　
日
本
の
正
教
会
は
彼
等
の
「
右
の
頼
を
打
つ
者
」
の
頂
点
に
天
皇
を
見

て
い
た
。
ち
ょ
う
ど
ウ
ラ
ジ
i
ミ
ル
大
公
の
場
合
の
よ
う
に
、
い
つ
の
日

に
か
日
本
の
最
高
支
配
者
も
必
ず
正
教
徒
に
改
宗
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
、

そ
し
て
、
そ
の
支
配
者
の
改
宗
に
よ
っ
て
我
等
の
右
の
頗
を
打
つ
者
達
も

ま
た
改
宗
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
日
本
の
正
教
会
は
ロ
シ
ア
正
教
会
の
伝
統
に
従
っ
て
日
本
国
の
キ
リ

ス
ト
教
国
教
化
を
夢
想
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
日
本
の
権
力
構
造
は
ロ
シ
ア
の
そ
れ
と
大
き
く
異
な
っ
て
い

る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
日
本
正
教
会
は
、
「
右
の
頼
を
打
つ
者
」
が
必

ず
し
も
最
高
権
力
者
に
連
な
る
者
達
で
は
な
い
と
い
う
日
本
の
権
力
支
配

の
複
雑
な
二
重
構
造
へ
の
認
識
を
欠
い
て
い
た
。
ロ
シ
ア
の
ツ
ァ
ー
リ
権

力
の
伝
統
に
従
っ
て
日
本
の
支
配
構
造
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
こ

ろ
に
そ
の
認
識
の
根
本
的
な
弱
さ
が
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

　
従
っ
て
、
邪
教
の
故
を
も
っ
て
教
職
員
な
ど
の
公
職
を
追
わ
れ
な
が
ら

そ
の
同
じ
正
教
徒
が
、
天
皇
の
地
方
巡
幸
に
出
会
う
と
、
代
表
を
出
し
て

祝
詞
を
奉
呈
す
る
な
ど
と
い
っ
た
こ
と
が
、
地
方
的
に
は
、
決
し
て
珍
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
η
一

く
な
い
出
来
事
と
し
て
起
こ
り
得
た
の
で
あ
る
。
日
露
戦
争
に
際
し
て
日

本
政
府
が
と
っ
た
正
教
徒
へ
の
好
意
的
な
態
度
に
よ
っ
て
、
日
本
の
正
教

徒
達
が
日
本
国
の
キ
リ
ス
ト
教
化
と
い
う
空
し
い
希
望
を
抱
い
た
と
し
て

も
、
そ
れ
を
も
っ
て
彼
等
の
宣
教
の
誤
り
と
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
だ

ろ
う
。
彼
等
は
「
右
の
頗
を
打
つ
者
」
に
対
す
る
正
し
い
認
識
を
欠
い
た

ま
ま
、
常
に
左
の
頼
を
向
け
続
け
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
日
本
の
正
教
会
が
急
速
に
教
線
を
伸
ば
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
も
増
し
て

急
速
に
衰
退
し
て
い
っ
た
の
は
、
こ
の
日
本
の
特
殊
な
権
力
構
造
へ
の
正

し
い
認
識
を
欠
い
て
い
た
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
日
本
正
教
会
の
衰
退
は
、
ロ
シ
ア
革
命
と
同
時
に
ロ
シ
ア
か
ら
日
本
へ

の
援
助
一
と
り
わ
け
資
金
援
助
一
が
途
絶
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
著
し
く
促

進
さ
れ
、
関
東
大
震
災
の
巨
大
な
被
害
に
よ
っ
て
加
速
さ
れ
る
が
、
更
に

そ
れ
は
第
二
次
世
界
大
戦
の
敗
北
に
よ
っ
て
決
定
的
と
な
る
。

　
内
村
鑑
三
不
敬
事
件
に
関
連
し
て
日
本
の
正
教
徒
が
と
っ
た
、
と
り
わ
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け
他
と
は
異
な
っ
た
権
力
へ
の
迎
合
的
な
立
場
も
、
こ
の
よ
う
な
宗
教
と

権
力
と
い
う
コ
ン
テ
キ
ス
ト
の
中
に
お
い
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
問
題
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

八
　
結
　
語

　
昭
和
四
四
年
、
日
本
の
正
教
会
は
、
自
治
独
立
を
認
め
ら
れ
、
翌
年
、

「
聖
自
治
独
立
教
会
」
と
し
て
再
出
発
を
果
た
す
。
「
ニ
コ
ラ
イ
堂
」
に

府
主
教
庁
を
置
き
、
仙
台
・
東
京
・
京
都
の
三
ヵ
所
に
主
教
座
を
設
け
、

布
教
の
態
勢
を
整
え
て
い
る
。
従
っ
て
、
他
の
キ
リ
ス
ト
教
諸
派
に
比
べ

て
い
ま
だ
劣
勢
は
覆
い
難
い
と
し
て
も
、
「
教
勢
は
い
ま
や
徐
々
に
回
復

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
鵬
一

に
向
か
っ
て
い
る
」
と
い
う
。
ま
た
、
正
教
会
を
「
初
代
原
始
キ
リ
ス
ト

教
の
伝
統
を
、
い
ち
ば
ん
純
粋
に
う
け
っ
い
で
い
る
」
、
「
い
ち
ば
ん
理
想

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
鵬
一

に
近
い
形
態
」
と
み
て
そ
の
復
興
を
期
待
す
る
声
も
あ
る
。

　
国
家
元
首
を
受
洗
さ
せ
て
、
日
本
全
土
を
正
教
化
し
よ
う
と
い
う
期
待

が
潰
え
て
か
ら
、
す
で
に
久
し
い
。
キ
リ
ス
ト
教
が
い
か
に
「
覇
道
の
宗

教
」
で
あ
れ
、
日
本
に
お
い
て
「
右
の
頗
を
打
つ
者
」
た
ろ
う
と
す
る
努

力
は
も
は
や
無
益
で
あ
る
。
同
時
に
、
「
左
の
頗
を
向
け
」
な
が
ら
、
い

つ
の
日
か
森
林
や
山
岳
に
息
を
ひ
そ
め
て
生
き
延
び
て
い
く
修
道
の
生
活

に
徹
す
る
こ
と
も
す
で
に
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
今
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、

と
り
わ
け
、
長
く
厳
し
い
苦
難
の
道
を
歩
み
続
け
て
き
た
体
験
を
持
つ
宗

教
で
あ
る
日
本
の
正
教
会
に
は
、
聖
書
の
原
点
に
帰
り
、
「
狼
の
群
れ
に

送
り
込
ま
れ
た
羊
」
と
な
っ
て
、
「
蛇
の
よ
う
に
賢
く
、
鳩
の
よ
う
に
素

直
に
」
一
マ
タ
イ
ニ
〇
二
六
一
、
二
極
化
し
て
し
ま
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
を

統
一
へ
と
も
た
ら
す
べ
き
「
第
三
の
キ
リ
ス
ト
教
」
を
生
み
出
し
て
い
く

よ
う
な
、
開
か
れ
た
教
会
た
ろ
う
と
す
る
努
力
が
期
待
さ
れ
て
よ
い
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
日
本
の
正
教
会
が
近
代
日
本
を
形
成
し
た
最
も
強
力
な

思
想
的
ル
ー
ツ
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
な
の
で
あ
る
か
ら
。

［
註
］

一
－
一
小
沢
三
郎
著
『
内
村
鑑
三
不
敬
事
件
』
、
新
教
出
版
社
、
一
九
六

　
一
年
、
四
九
頁
以
下
、
及
び
、
関
根
正
雄
編
著
『
内
村
鑑
三
』
、
清

　
水
書
院
、
昭
和
四
三
年
、
五
四
頁
以
下
な
ど
を
参
照
。

（
2
一
小
沢
三
郎
著
、
前
掲
書
、
一
五
九
頁
以
下
。

（
3
一
小
沢
三
郎
著
、
前
掲
書
、
ニ
ハ
○
i
一
六
二
頁
。
ま
た
、
長
縄
光

　
男
著
『
ニ
コ
ラ
イ
堂
の
人
々
』
、
現
代
企
画
室
、
一
九
八
九
年
、
一

　
一
〇
～
一
一
四
頁
も
参
照
。

一
4
）
中
村
健
之
介
訳
編
『
明
治
の
日
本
ハ
リ
ス
ト
ス
正
教
会
　
ニ
ヨ
フ

　
イ
の
報
告
書
』
、
教
文
館
、
一
九
九
三
年
、
一
頁
。
ポ
ズ
ニ
ェ
ー
エ

　
フ
著
、
中
村
健
之
介
訳
『
明
治
日
本
と
ニ
コ
ラ
イ
大
主
教
』
、
講
談
社
、

　
昭
和
六
一
年
、
一
四
頁
。

一
5
一
ポ
ズ
ニ
ェ
ー
エ
フ
著
、
前
掲
書
、
五
二
、
七
一
頁
。

一
6
一
ポ
ズ
ニ
ェ
ー
エ
フ
著
、
前
掲
書
、
一
四
一
頁
。

（
7
）
　
．
。
O
o
昌
昌
竃
け
ω
o
h
艘
①
o
～
尻
饒
印
■
o
ブ
毒
9
．
，
一
c
つ
①
5
9
＆
昌
o

　
同
巳
け
＆
σ
｝
｝
向
2
内
k
ω
同
↓
↓
向
z
o
つ
○
ヌ
○
氏
o
a
o
己
く
R
g
q
～
8
ω
一

　
H
①
Φ
メ
p
H
㎝
－
H
①
一

一
8
一
井
上
浩
一
著
『
生
き
残
っ
た
帝
国
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ン
』
、
講
談
杜
、
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一
九
九
〇
年
、
三
八
～
四
一
頁
。

（
9
）
曽
向
z
丙
く
ω
向
↓
H
同
ヌ
ω
o
戸
○
℃
．
9
F
｝
－
N
N
．

一
1
0
）
田
中
陽
児
著
「
修
道
司
祭
ニ
コ
ラ
イ
一
中
村
健
之
介
訳
）
『
キ
リ

　
ス
ト
教
宣
教
団
の
観
点
か
ら
見
た
日
本
』
（
一
八
六
九
年
）
に
つ
い
て
」

　
　
一
『
ロ
シ
ア
史
研
究
』
、
二
八
号
、
一
九
七
八
年
、
所
収
）
三
〇
頁
。

（
u
）
和
田
廣
著
『
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
』
、
教
育
社
、
一
九
八
八
年
、
四
一

　
～
四
三
頁
。

（
皿
）
　
葭
向
Z
丙
く
団
向
H
弓
向
オ
ω
○
Z
一
〇
P
g
F
勺
．
N
N
．

一
1
3
）
拙
稿
「
殉
教
者
宗
教
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
」
一
『
秋
田
大
学
教
育

　
学
部
研
究
紀
要
』
、
第
三
十
三
集
、
昭
和
五
八
年
、
一
九
頁
以
下
所
収
）

　
参
照
。

（
1
4
一
以
上
の
記
述
は
す
べ
て
次
の
書
に
従
っ
て
い
る
。
森
安
達
也
著
『
東

　
方
キ
リ
ス
ト
教
の
世
界
』
、
山
川
出
版
杜
、
一
九
九
一
年
、
二
六
一

　
～
二
六
三
頁
。
（
複
雑
な
歴
史
を
極
め
て
コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と
め
上

　
げ
た
名
著
で
あ
る
一
。

（
1
5
）
廣
岡
正
久
著
『
ロ
シ
ア
正
教
の
千
年
』
、
N
H
K
ブ
ッ
ク
ス
、
日

　
本
放
送
出
版
会
、
一
一
五
頁
以
下
。

一
1
6
一
中
村
健
之
介
訳
編
『
明
治
の
日
本
ハ
リ
ス
ト
ス
正
教
会
　
ニ
コ
ラ

　
イ
の
報
告
書
』
、
前
掲
書
、
二
二
七
頁
［
訳
者
注
］
。

（
1
7
）
同
書
、
一
七
八
～
一
七
九
頁
。

（
1
8
）
ポ
ズ
ニ
ェ
ー
エ
フ
著
、
前
掲
書
、
四
二
頁
。

（
1
9
）
中
村
健
之
介
訳
編
、
前
掲
書
、
一
七
九
頁
。

（
2
0
一
中
村
健
之
介
訳
編
、
前
掲
書
、
一
八
○
～
一
八
二
頁
。
及
び
、
小

　
澤
三
郎
著
『
日
本
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
史
研
究
』
、
東
海
大
学
出
版
会
、

　
　
一
九
六
四
年
、
二
三
九
～
二
四
二
頁
参
照
。

一
2
ユ
）
安
田
寛
著
『
唱
歌
と
十
字
架
』
、
音
楽
之
友
杜
、
一
九
九
三
年
。

一
2
2
一
長
司
祭
ロ
マ
ン
大
川
満
編
『
徹
夜
祷
　
単
音
聖
歌
譜
』
、
東
海
道

　
ブ
ロ
ッ
ク
宣
教
委
員
会
、
一
九
九
三
年
。

一
2
3
）
森
安
達
也
著
「
東
方
正
教
会
と
国
家
権
力
」
一
『
国
家
と
宗
教
』
、

　
現
代
キ
リ
ス
ト
教
学
際
叢
書
七
、
国
際
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
教
授
協
会
編
、

　
星
雲
社
、
一
九
九
三
年
、
所
収
、
五
七
〇
～
五
七
一
頁
）
参
照
。

一
2
4
一
、
一
2
5
一
、
一
2
6
一
ポ
ズ
ニ
ェ
ー
エ
フ
著
、
前
掲
書
、
一
四
〇
頁
、
一

　
六
八
頁
、
一
五
八
～
一
五
仇
頁
。

一
2
7
一
例
え
ば
、
宮
城
県
の
高
清
水
町
な
ど
に
そ
の
一
例
を
見
て
と
る
こ

　
と
が
で
き
る
。
佐
々
久
監
修
『
高
清
水
町
史
』
、
高
清
水
町
史
編
纂

　
委
員
会
、
昭
和
五
一
年
、
一
一
一
四
頁
以
下
参
照
。
・

（
2
8
）
長
縄
光
男
著
、
前
掲
書
、
一
五
頁
。

一
2
9
一
高
井
寿
雄
著
『
ギ
リ
シ
ア
正
教
入
門
』
、
教
文
館
、
一
九
八
○
年
、

　
五
頁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
九
四
・
五
・
二
二
）

（
も
ち
だ
・
ゆ
き
お
　
秋
田
大
学
教
授
）
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