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一
、

「
碑
文
」
は
、
一
九
二
三
年
（
大
正
十
二
年
）
七
月
十
日
発
行
の
『
新
思
潮
』

（「
第
六
次
の
二
」）
第
一
号
に
発
表
さ
れ
、
翌
年
五
月
、
春
陽
堂
刊
行
の
横
光

利
一
の
短
編
集
『
日
輪
』
に
収
録
さ
れ
た
、
横
光
利
一
の
初
期
作
品
で
あ
る
。

横
光
は
、「
大
正
十
二
年
の
自
作
を
回
顧
し
て
─
─
最
も
感
謝
し
た
批
評
」（『
新

潮
』
第
四
十
巻
第
一
号
、
一
九
二
四
年
一
月
）
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

�

自
分
で
は
、「
碑
文
」
が
一
番
気
に
入
つ
て
ゐ
ま
す
。「
蝿
」
は
最
初
諷

刺
の
つ
も
り
で
書
い
た
の
で
す
が
、
真
夏
の
炎
天
の
下
で
今
ま
で
の
人
間

の
集
合
体
の
饒
舌
が
ぴ
た
り
と
急
に
沈
黙
し
、
そ
れ
に
変
つ
て
遂
に
一
疋

の
蝿
が
生
々
と
新
鮮
に
活
動
し
出
す
、
と
云
ふ
状
態
が
諷
刺
を
突
破
し
た

あ
る
不
可
思
議
な
感
覚
を
放
射
し
始
め
、
そ
の
感
覚
を
も
し
完
全
に
表
現

す
る
こ
と
が
出
来
た
な
ら
、
た
だ
単
に
そ
の
一
つ
の
感
覚
の
中
か
ら
の
み

に
て
も
生
活
と
運
命
と
を
象
徴
し
た
哲
学
が
湧
き
出
て
来
る
に
相
違
な
い

と
自
惚
れ
た
の
で
す
。「
日
輪
」
に
つ
い
て
は
、
生
田
長
江
氏
の
批
評
に

最
も
感
謝
し
氏
の
深
い
理
解
と
洞
察
と
に
敬
意
を
表
し
な
が
ら
も
、
尚
一

言
の
教
示
を
お
願
ひ
し
た
い
と
云
ふ
こ
と
は
、
十
九
世
紀
以
来
人
々
の
捨

て
去
つ
て
来
た
概
念
的
精
神
活
動
を
、
私
は
「
日
輪
」
に
於
て
い
ま
一
度

拾
ひ
集
め
、
い
に
し
へ
の
饗
宴
を
再
び
二
十
世
紀
の
断
層
の
中
に
展
開
せ

ん
が
た
め
、
こ
れ
を
作
中
に
於
け
る
形
式
的
外
形
的
動
力
の
原
動
力
た
ら

し
め
た
い
と
願
つ
た
私
の
企
て
に
対
す
る
氏
の
評
言
で
あ
り
ま
す
。
も
し

か
か
る
企
て
を
し
た
な
ら
ば
、
他
の
多
く
の
評
論
家
諸
氏
の
言
葉
の
如

く
、
そ
こ
に
は
何
ら
の
精
神
的
な
作
者
の
視
野
を
表
現
す
る
こ
と
が
出
来

な
い
と
云
ふ
こ
と
は
明
白
な
こ
と
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
私
は

作
者
の
精
神
価
値
は
、
歴
史
物
に
あ
つ
て
は
あ
な
が
ち
そ
の
題
材
的
価
値

及
び
概
念
否
定
に
依
つ
て
の
み
決
定
せ
ら
れ
る
も
の
と
は
思
へ
ま
せ
ん
。

時
に
は
、
そ
の
題
材
に
埋
没
さ
れ
た
る
概
念
的
伏
線
の
驀
激
す
る
端
的
な

熱
情
の
方
向
に
時
に
は
そ
の
伏
線
の
特
質
た
る
べ
き
力
線
的
音
楽
に
、
時

に
は
そ
れ
ら
の
産
む
べ
き
荘
重
な
童
話
的
伝
説
的
終
結
の
一
点
に
、
さ
う

し
て
そ
れ
ら
様
々
な
概
念
的
線
条
の
隆
起
曲
折
す
る
内
面
波
動
と
外
面
リ

ズ
ム
の
誇
張
し
た
調
和
の
中
に
、
作
者
の
精
神
活
動
を
洞
察
し
得
べ
き
方

法
の
あ
る
の
を
発
見
し
た
と
き
、
私
は
喜
ん
で
こ
の
愚
な
物
語
を
音
楽
と

名
付
け
て
書
き
続
け
た
と
云
ふ
傲
慢
さ
を
申
上
げ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

横
光
は
、
一
九
二
三
年
、「
回
顧
」
で
言
及
し
た
三
作
品
「
碑
文
」「
蝿
」「
日

輪
」
に
加
え
、「
マ
ル
ク
ス
の
審
判
」
と
「
落
さ
れ
た
恩
人
」
の
計
五
篇
の
作

品
を
発
表
し
て
い
る
（
１
）。
周
知
の
よ
う
に
、「
蝿
」
お
よ
び
「
日
輪
」
は
、
横
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光
の
出
世
作
（
２
）

で
あ
り
、
当
時
の
文
壇
の
注
目
を
集
め
、
今
日
で
も
こ
れ
を

論
じ
た
研
究
は
数
多
い
。
し
か
し
、「
蝿
」
と
「
日
輪
」
ほ
ど
の
注
目
作
で
は

な
い
三
作
品
も
含
め
た
五
作
品
の
う
ち
、
横
光
が
「
碑
文
」
に
つ
い
て
傍
線
部

の
よ
う
に
「
一
番
気
に
入
つ
て
ゐ
」
る
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

こ
れ
ら
の
作
品
の
中
で
、
横
光
は
、
何
故
「
碑
文
」
を
一
番
気
に
入
っ
て
い
る

と
い
う
の
か
。
こ
の
問
題
を
解
明
す
る
こ
と
が
、
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

二
、

「
碑
文
」
に
つ
い
て
の
研
究
は
極
め
て
少
な
い
が
、
そ
の
多
く
が
本
作
と
『
聖

書
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
指
摘
し
て
き
た
。
ま
ず
、
小
田
桐
弘
子
は
、「
作
品

の
中
に
「
レ
バ
ノ
ン
の
戍
楼
の
ご
と
く
干
さ
れ
る
で
あ
ら
う
」
と
い
う
一
節
が

あ
り
、
こ
れ
は
旧
約
聖
書
の
雅
歌
、
第
七
章
第
四
節
の
「
レ
バ
ノ
ン
の
戍
楼
の

ご
と
し
」
と
対
応
さ
れ
、
こ
の
作
品
と
聖
書
の
関
係
も
裏
づ
け
ら
れ
る
」（
３
）

と
述
べ
、『
旧
約
聖
書
』
雅
歌
の
文
言
を
典
拠
と
し
て
指
摘
し
た
。
日
置
俊
次

は
、「
作
品
の
舞
台
に
な
っ
て
い
る
、
ヘ
ル
モ
ン
山
に
あ
る
ガ
ル
タ
ン
と
い
う

都
市
は
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
旧
約
聖
書
ヨ
シ
ュ
ア
記
に
は
ヘ
ル
モ
ン

山
が
頻
出
す
る
」
と
述
べ
、
横
光
が
「
聖
書
の
ヘ
ル
モ
ン
山
を
意
識
し
つ
つ
描

い
た
も
の
が
「
碑
文
」
で
あ
ろ
う
」（
４
）

と
し
た
。
ま
た
十
重
田
裕
一
も
、「
碑

文
」
が
「
旧
約
聖
書
を
参
照
」（
５
）

し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
指
摘
に
よ
っ
て
「
碑
文
」
が
『
聖
書
』
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
が
、
い
ず
れ
の
研
究
も
、
細
か
な
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
が

た
い
。
こ
こ
で
改
め
て
『
聖
書
』
と
の
か
か
わ
り
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

「
碑
文
」
の
冒
頭
部
分
で
、
小
説
の
舞
台
は
「
ヘ
ル
モ
ン
山
上
の
ガ
ル
タ
ン
」

と
設
定
さ
れ
て
い
る
。
小
説
の
前
半
に
も
、「
ガ
ル
タ
ン
の
市
民
は
、
レ
バ
ノ

ン
の
戍
楼
の
ご
と
く
干
さ
れ
る
で
あ
ら
う
」
と
い
う
一
文
が
据
え
ら
れ
る
。
レ

バ
ノ
ン
に
実
在
す
る
ヘ
ル
モ
ン
山
は
、
先
の
日
置
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、『
聖

書
』
に
頻
出
す
る
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。「
碑
文
」
に
は
、
他
に
も
、「
レ
バ

ノ
ン
」、「
カ
イ
ザ
リ
ア
」、「
ソ
ロ
モ
ン
」、「
マ
ハ
ナ
イ
ム
」、「
エ
ル
サ
レ
ム
」、

「
イ
ス
ラ
エ
ル
」、「
シ
オ
ン
」、「
ア
マ
ナ
」
の
よ
う
な
『
聖
書
』
に
頻
出
す
る

固
有
名
詞
が
見
ら
れ
る
。

「
碑
文
」
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
固
有
名
詞
が
使
わ
れ
た
場
面
を
、
具
体
的

に
抽
出
し
て
み
る
。

①�

ガ
ル
タ
ン
の
市
民
は
、
レ
バ
ノ
ン
の
戌
楼
の
ご
と
く
干
さ
れ
る
で
あ
ら

う
。

②�

嗚
呼
ガ
ル
タ
ン
の
道
念
は
、
地
に
倒
れ
た
ソ
ロ
モ
ン
の
旗
の
如
く
穢
さ

れ
た
。

③�

ガ
ル
タ
ン
の
市
民
は
、
マ
ハ
ナ
イ
ム
の
祭
り
に
焼
か
れ
た
犠
牲
の
ご
と

く
ヘ
ル
モ
ン
の
山
上
に
載
る
で
あ
ら
う
。

④�

嗚
呼
ガ
ル
タ
ン
よ
。
滅
亡
せ
よ
。
今
や
爾
は
吾
の
た
め
に
バ
タ
ラ
ビ
ン

の
池
の
ご
と
く
亡
び
る
と
き
が
来
た
。

⑤�

爾
は
ア
マ
ナ
の
山
の
牝
鹿
の
ご
と
く
、
八
十
人
の
男
子
に
吾
の
眼
を
盗

ん
で
爾
の
胸
の
香
物
を
嗅
が
し
め
た
。

①
は
、
小
説
の
冒
頭
で
、
降
り
続
く
雨
に
対
す
る
不
満
や
不
安
を
酒
で
紛
ら

わ
し
て
い
る
ガ
ル
タ
ン
の
市
民
の
台
詞
で
あ
る
。
②
と
③
は
、
哲
学
者
カ
ン
ナ

が
会
堂
の
哲
学
者
に
語
り
か
け
た
言
葉
で
あ
る
。
④
は
階
上
の
観
台
か
ら
市
民

の
恐
怖
を
ひ
そ
か
に
楽
し
む
哲
学
者
カ
ン
ナ
の
言
葉
で
あ
る
。
⑤
は
、
市
民
が

自
殺
す
る
前
に
、
廻
廊
の
壁
に
刻
み
つ
け
ら
れ
た
悪
業
の
一
つ
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、「
碑
文
」
に
お
い
て
は
、「
ガ
ル
タ
ン
」
や
「
ガ
ン
タ
ア
ル
」

と
い
っ
た
横
光
の
造
語
と
思
わ
れ
る
固
有
名
詞
と
「
ヘ
ル
モ
ン
」
を
除
き
、『
聖
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書
』
の
固
有
名
詞
は
、
す
べ
て
会
話
文
の
な
か
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か

も
、
そ
れ
ら
の
固
有
名
詞
は
、「
レ
バ
ノ
ン
の
戍
楼
の
ご
と
く
」、「
ソ
ロ
モ
ン

の
旗
の
如
く
」、「
マ
ハ
ナ
イ
ム
の
祭
り
に
焼
か
れ
た
犠
牲
の
ご
と
く
」、「
バ
タ

ラ
ビ
ン
の
池
の
ご
と
く
」、「
ア
マ
ナ
の
山
の
牝
鹿
の
ご
と
く
」
の
よ
う
に
、「
～

の
ご
と
く
」
と
い
う
助
動
詞
と
セ
ッ
ト
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。『
聖

書
』
の
固
有
名
詞
が
「
～
の
ご
と
く
」
と
い
う
共
通
の
助
動
詞
と
共
に
使
わ
れ

て
い
る
こ
と
は
、「
碑
文
」
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
。

前
引
の
小
田
桐
論
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、「
レ
バ
ノ
ン
の
戍
楼
の
ご
と

く
」
は
旧
約
聖
書
の
中
で
も
『
文
語
訳
聖
書
』
の
一
節
で
あ
り
、
横
光
は
そ
れ

を
そ
の
ま
ま
「
碑
文
」
に
用
い
て
い
る
。
ま
た
、「
バ
タ
ラ
ビ
ン
の
池
の
ご
と

く
」
に
つ
い
て
は
、「
バ
テ
ラ
ビ
ム
の
門
の
ほ
と
り
に
あ
る
池
の
ご
と
く
」（「
雅

歌
」
七
章
五
節
）
の
中
の
「
バ
テ
ラ
ビ
ム
」
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。「
レ

バ
ノ
ン
の
～
の
ご
と
く
」
と
い
う
表
現
は
、『
文
語
訳
聖
書
』
中
に
六
箇
所
あ

る
（
７
）。「

詩
編
」
七
十
二
章
十
六
節

�

国
の
う
ち
五
穀
ゆ
か
た
に
し
て
そ
の
実
は
レ
バ
ノ
ン
の
ご
と
く
山
の

い
た
だ
き
に
そ
よ
ぎ
邑
の
人
々
は
地
の
草
の
ご
と
く
栄
ゆ
べ
し

「
詩
編
」
九
十
二
章
十
二
節

�

義
し
き
も
の
は
棕
櫚
の
樹
の
ご
と
く
栄
え
レ
バ
ノ
ン
の
香
柏
の
ご
と

く
そ
だ
つ
べ
し

「
雅
歌
」
四
章
十
一
節

�

新
婦
よ
な
ん
ぢ
の
唇
は
蜜
を
滴
ら
す
な
ん
ぢ
の
舌
の
底
に
は
蜜
と
乳

と
あ
り
な
ん
ぢ
の
衣
裳
の
香
気
は
レ
バ
ノ
ン
の
香
気
の
ご
と
し

「
雅
歌
」
七
章
四
節

�

な
ん
ぢ
の
頸
は
象
牙
の
戍
楼
の
如
く
汝
の
目
は
へ
シ
ボ
ン
に
て
バ
テ

ラ
ビ
ム
の
門
の
ほ
と
り
に
あ
る
池
の
ご
と
く
な
ん
ぢ
の
鼻
は
ダ
マ
ス
コ

に
対
へ
る
レ
バ
ノ
ン
の
戍
楼
の
ご
と
し

「
ホ
セ
ア
書
」
十
四
章
六
節

�

そ
の
枝
は
茂
り
ひ
ろ
が
り
其
美
麗
は
橄
欖
の
樹
の
ご
と
く
そ
の
芬
芳

は
レ
バ
ノ
ン
の
ご
と
く
な
ら
ん

「
ホ
セ
ア
書
」
十
四
章
七
節

�

そ
の
蔭
に
住
む
者
か
へ
り
来
ら
ん
か
れ
ら
は
穀
物
の
如
く
活
か
へ
り

葡
萄
樹
の
ご
と
く
花
さ
き
そ
の
馨
香
は
レ
バ
ノ
ン
の
酒
の
ご
と
く
な
る

べ
し

こ
れ
ら
の
引
用
か
ら
見
れ
ば
、「
レ
バ
ノ
ン
の
～
の
ご
と
く
」
と
い
う
表
現

は
、『
文
語
訳
聖
書
』
特
有
の
言
い
回
し
の
よ
う
で
あ
る
。
レ
バ
ノ
ン
以
外
に

も
、「
～
の
ご
と
く
」
は
『
文
語
訳
聖
書
』
に
は
一
般
的
に
見
ら
れ
る
、
基
本

的
な
表
現
で
あ
る
。

海
老
澤
有
道
（
６
）

に
よ
れ
ば
、
邦
訳
『
聖
書
』
の
最
初
の
組
織
的
な
翻
訳
は
、

一
八
八
七
年
に
完
成
し
た
「
明
治
元
訳
聖
書
」
で
あ
る
。
そ
の
後
、『
新
約
聖

書
』
は
一
九
一
七
年
に
一
度
改
訳
さ
れ
た
が
、『
旧
約
聖
書
』
は
そ
の
ま
ま
の

形
で
流
布
し
た
。
新
約
も
旧
約
も
、
口
語
訳
が
出
さ
れ
た
の
は
戦
後
に
な
っ
て

か
ら
で
あ
る
。
よ
っ
て
、「
碑
文
」
執
筆
当
時
の
横
光
が
参
照
し
た
の
は
『
文

語
訳
聖
書
』
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

『
口
語
訳
聖
書
』
で
は
、「
～
の
ご
と
く
」
と
い
う
言
い
回
し
が
な
く
な
り
、

「
～
の
よ
う
に
」
に
替
え
ら
れ
て
い
る
。
逆
に
言
え
ば
、「
碑
文
」
の
時
点
で
は
、

横
光
に
と
っ
て
聖
書
の
世
界
と
は
、
こ
う
し
た
文
語
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
も
の

だ
っ
た
。
そ
し
て
、
横
光
は
、「
碑
文
」
の
発
話
や
碑
文
の
文
言
に
、『
聖
書
』

の
文
体
を
模
倣
し
て
い
る
の
で
あ
る
。『
聖
書
』
文
体
の
模
倣
は
、「
碑
文
」
発

表
当
時
、『
文
語
訳
聖
書
』
に
親
し
ん
で
き
た
読
者
に
と
っ
て
は
自
然
に
分
か
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る
こ
と
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
も
、「
碑
文
」
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
「
～

の
ご
と
く
」
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
す
べ
て
会
話
文
中
で
用
い
ら
れ
て
い

る
。
同
じ
比
喩
表
現
で
も
、
地
の
文
に
お
い
て
、「
鋼
螺
線
の
や
う
に
」、「
暴

徒
の
や
う
に
」
な
ど
、「
～
の
や
う
に
」
と
い
う
口
語
的
表
現
が
用
い
ら
れ
て

い
る
こ
と
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

人
称
代
名
詞
に
も
注
目
し
て
お
き
た
い
。「
碑
文
」
引
用
④
⑤
に
は
、
二
重

傍
線
で
示
し
た
よ
う
に
、
対
称
の
人
称
代
名
詞
「
爾
は
」
と
い
う
表
現
が
見
ら

れ
る
。「
碑
文
」
に
お
い
て
、「
爾
は
」
と
い
う
表
現
も
会
話
文
だ
け
に
見
ら
れ
、

全
部
で
七
箇
所
あ
る
。
前
引
『
文
語
訳
聖
書
』「
雅
歌
」
に
も
二
重
傍
線
で
示

し
た
と
お
り
、「
な
ん
ぢ
」
と
い
う
人
称
代
名
詞
が
使
わ
れ
て
い
る
。「
～
の
ご

と
く
」
と
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、「
碑
文
」
に
お
け
る
「
爾
は
」
と
い
う
表
現
も
、

『
文
語
訳
聖
書
』
の
文
体
の
模
倣
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

横
光
は
、「
碑
文
」
に
お
い
て
、
登
場
人
物
た
ち
の
発
話
や
碑
文
の
文
言
と

地
の
文
と
で
文
体
を
使
い
分
け
て
い
る
。
こ
う
し
た
文
体
の
使
い
分
け
は
何
を

意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
横
光
は
『
文
語
訳
聖
書
』
の
文
体
を
援
用

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
を
描
き
出
そ
う
と
し
た
の
か
。
こ
の
問
題
を
解
明
す

る
た
め
に
は
、「
碑
文
」
の
内
容
を
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
。

三
、

ま
ず
は
、
登
場
人
物
で
あ
る
市
民
が
、
ど
の
よ
う
に
「
碑
文
」
の
世
界
を
認

識
し
て
い
る
の
か
、
確
認
し
て
お
こ
う
。「
碑
文
」
は
、「
雨
は
降
り
続
い
た
」

と
い
う
一
文
に
始
ま
る
。
こ
の
雨
が
原
因
で
、
ガ
ル
タ
ン
に
は
異
変
が
次
々
に

発
生
し
、「
ガ
ル
タ
ン
に
危
機
が
来
た
」
と
志
士
は
群
衆
に
叫
ぶ
。
こ
の
「
未

曾
有
の
大
降
雨
」
に
つ
い
て
、
ガ
ル
タ
ン
の
哲
学
者
ら
は
「
市
の
会
堂
に
聚
め

ら
れ
」、
雨
の
原
因
と
、
そ
れ
に
応
ず
る
「
救
済
方
法
」
に
つ
い
て
論
争
さ
せ

ら
れ
た
。
雨
の
原
因
に
つ
い
て
、
様
々
な
仮
説
が
提
出
さ
れ
る
が
、「
救
済
方

法
」
は
、
誰
に
も
決
め
ら
れ
な
い
。
こ
の
と
き
、「
名
高
い
醜
男
カ
ン
ナ
」
が

次
の
よ
う
に
発
言
す
る
。

� 

「
ガ
ル
タ
ン
の
哲
学
者
ら
よ
、
卿
等
は
賢
明
の
武
器
を
捨
て
ゝ
、
卿
等
の

祖
父
と
父
と
妻
と
を
吾
に
告
げ
よ
。
卿
等
の
子
と
孫
と
を
ガ
ル
タ
ン
に
捜

せ
。
嗚
呼
ガ
ル
タ
ン
の
道
念
は
、
地
に
倒
れ
た
ソ
ロ
モ
ン
の
旗
の
如
く
汚

さ
れ
た
。
ガ
ル
タ
ン
の
哲
学
者
ら
よ
、
卿
等
は
碧
玉
を
飾
つ
た
裸
形
の
首

と
、
杯
盤
の
香
り
を
忘
れ
て
空
を
見
よ
、
大
い
な
る
神
は
怒
つ
た
。
ガ
ル

タ
ン
の
市
民
は
、
マ
ハ
ナ
イ
ム
の
祭
り
に
焼
か
れ
た
犠
牲
の
ご
と
く
ヘ
ル

モ
ン
の
山
上
に
載
る
で
あ
ら
う
。
嗚
呼
ガ
ル
タ
ン
の
哲
学
者
ら
よ
。
卿
等

は
額
に
服
罪
の
水
を
受
け
て
ガ
ル
タ
ン
を
神
に
返
せ
。
今
や
吾
が
ガ
ル
タ

ン
の
上
に
は
、
滅
亡
と
共
に
神
の
浄
き
恵
与
物
が
自
殺
と
な
つ
て
下
つ
て

ゐ
る
。」

カ
ン
ナ
は
、
こ
の
事
態
に
つ
い
て
、
神
に
よ
る
怒
り
の
せ
い
で
あ
る
と
説
明

し
、
そ
し
て
、「
卿
等
は
額
に
服
罪
の
水
を
受
け
て
ガ
ル
タ
ン
を
神
に
返
せ
」

と
主
張
し
た
。
つ
ま
り
、
ガ
ル
タ
ン
の
市
民
が
罪
を
犯
し
た
た
め
に
、
神
は

怒
っ
て
、
こ
の
雨
を
降
ら
せ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
カ
ン
ナ
は
ま
た
「
滅
亡
と

共
に
神
の
浄
き
恵
与
物
が
自
殺
と
な
つ
て
下
つ
て
ゐ
る
」
と
も
述
べ
、
こ
の
雨

の
原
因
が
ガ
ル
タ
ン
市
民
の
罪
に
あ
り
、
そ
れ
に
応
ず
る
「
救
済
方
法
」
は

人
々
の
「
自
殺
」
だ
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
「
会
合
の
詳
細
な
報
告
は
直
ち
に
ガ
ル
タ
ン
の
城
市
に
拡
」
が
り
、「
恐

怖
の
波
が
人
々
の
胸
か
ら
胸
を
揺
る
い
で
い
つ
た
」
の
に
続
い
て
、
カ
ン
ナ
は

自
分
が
話
し
た
通
り
自
殺
し
た
。
市
民
は
、
カ
ン
ナ
の
死
を
知
り
、「
ガ
ル
タ

ン
に
下
つ
た
福
音
は
自
殺
で
あ
る
」
と
考
え
、「
自
殺
が
流
行
し
始
め
」
る
。
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そ
し
て
市
民
は
、
自
殺
す
る
前
に
、「
各
々
廻
廊
の
壁
に
市
民
の
罪
業
の
数
々

を
刻
み
つ
け
」
る
と
い
う
行
為
に
出
る
。「
彼
ら
の
懺
悔
の
心
は
、
彼
ら
の
過

去
の
悪
業
を
刻
み
、
彼
ら
の
怨
恨
は
、
生
き
残
る
市
民
の
秘
め
た
悪
徳
を
彼
ら

に
刻
ま
せ
」、
そ
し
て
「
人
々
は
壁
か
ら
壁
へ
押
し
流
れ
て
、
日
々
に
現
れ
る

新
ら
し
い
壁
の
文
字
を
読
み
渡
」
る
こ
と
で
、
こ
れ
ら
の
「
悪
業
」
と
「
怨
恨
」

は
世
の
中
に
曝
露
さ
れ
る
。

� 

「
あ
ゝ
、
爾
は
吾
に
石
を
背
負
せ
た
銀
子
を
も
つ
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
女

の
首
に
手
を
巻
い
た
。」

� 

「
あ
ゝ
、
爾
は
吾
が
妻
の
腹
に
爾
の
子
を
落
し
て
逃
亡
し
た
。」

� 

「
爾
は
シ
ユ
ラ
ミ
の
婦
女
の
た
め
に
、
吾
の
娘
を
葡
萄
の
ご
と
く
圧
し
潰

し
た
。」

� 

「
爾
は
一
片
の
番
紅
花
を
得
ん
と
し
て
、
シ
オ
ン
の
商
人
に
身
を
投
げ

た
。」

� 

「
爾
は
ア
マ
ナ
の
山
の
牝
鹿
の
ご
と
く
、
八
十
人
の
男
子
に
吾
の
眼
を
盗

ん
で
爾
の
胸
の
香
物
を
嗅
が
し
め
た
。」

� 

「
あ
ゝ
婚
姻
の
夜
の
爾
の
唇
は
、
廻
り
遶
つ
た
杯
盤
の
や
う
に
穢
れ
て
ゐ

た
。」

こ
れ
ら
自
分
に
関
わ
る
「
悪
業
」
を
知
る
市
民
の
間
で
は
、
そ
の
後
「
自
殺

の
流
行
が
衰
へ
」、
そ
れ
に
代
っ
て
「
遽
に
殺
人
が
流
行
」
す
る
。
こ
れ
ら
の

「
悪
業
」
に
駆
り
た
て
ら
れ
た
「
怨
恨
者
の
復
讐
の
剣
は
赤
錆
の
ま
ま
、
破
廉

を
秘
め
た
市
民
の
胸
へ
公
然
と
突
き
刺
さ
れ
」、「
ガ
ル
タ
ン
の
賤
民
達
は
、
一

斉
に
歓
楽
の
簒
奪
者
と
し
て
貴
族
や
富
豪
を
殺
戮
し
」、「
悲
鳴
と
叫
喚
が
幾
日

も
続
い
て
い
」
く
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、
誰
も
が
「
悪
業
」
と
そ
れ
に
対

す
る
「
怨
恨
」
が
理
由
で
殺
人
を
犯
し
て
い
る
こ
と
に
疑
問
を
抱
い
て
い
な
い

と
言
え
る
。

最
後
に
二
人
の
市
民
が
登
場
し
、
カ
ン
ナ
の
予
言
を
思
い
出
し
、
ガ
ル
タ
ン

が
滅
絶
す
る
の
は
「
何
に
故
か
！
」
と
問
い
合
う
。
二
人
が
「
涜
神
者
！
」、「
姦

淫
者
！
」、「
簒
奪
者
！
」、「
欺
瞞
者
！
」
と
「
大
道
を
彷
徨
ひ
歩
い
て
ま
た
往

き
合
ふ
人
々
を
罵
つ
」
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
答
え
は
ガ
ル
タ
ン
市
民
の

「
悪
業
」
で
あ
る
。「
ガ
ル
タ
ン
を
滅
亡
せ
し
め
た
の
は
爾
で
あ
る
。
ガ
ル
タ
ン

を
吾
に
返
せ
。」
と
二
人
か
ら
罵
ら
れ
た
人
々
は
、
酒
甕
で
二
人
を
打
っ
た
が
、

そ
の
後
は
「
二
人
に
感
染
し
た
狂
人
の
や
う
に
怒
り
出
す
と
、
ま
た
相
手
か
ま

は
ず
往
き
合
ふ
人
々
を
打
ち
叩
い
て
」、
ま
た
「
ガ
ル
タ
ン
を
滅
亡
せ
し
め
た

の
は
爾
で
あ
る
。
ガ
ル
タ
ン
を
吾
に
返
せ
」
と
罵
り
合
う
。
そ
し
て
、
小
説
は

最
後
に
残
さ
れ
た
二
人
が
廻
廊
の
端
で
突
き
あ
た
り
、
抱
き
合
っ
た
ま
ま
死
ぬ

姿
を
描
い
て
終
わ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
市
民
の
視
点
に
沿
っ
て
内
容
を
確
認
し
て
み
る
と
、
市
民

の
認
識
が
明
ら
か
に
な
る
。
ガ
ル
タ
ン
の
市
民
は
、「
ガ
ル
タ
ン
を
滅
亡
せ
し

め
た
」
の
は
互
い
の
「
悪
業
」
で
あ
る
と
信
じ
て
自
殺
し
、
殺
し
合
う
。
し
か

し
、
滅
亡
の
原
因
が
「
悪
業
」
で
あ
る
と
い
う
考
え
は
、
カ
ン
ナ
が
示
し
た
滅

亡
に
対
す
る
一
つ
の
解
釈
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
も
、
こ
の
解
釈
を
市
民
が
信
じ

た
の
は
、
カ
ン
ナ
が
自
ら
自
殺
し
た
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
カ
ン
ナ
は
何
故
こ

の
よ
う
に
解
釈
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
語
り
手
は
、
市
民
が
知
ら
ぬ
カ
ン
ナ
の
内

面
を
描
く
こ
と
で
、
市
民
と
カ
ン
ナ
の
認
識
に
ず
れ
が
存
在
す
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

哲
学
者
た
ち
の
会
合
の
後
、「
恐
怖
の
波
が
人
々
の
胸
か
ら
胸
を
揺
る
い
で

い
」
き
、「
ガ
ル
タ
ン
の
大
路
小
路
で
は
、
叩
か
れ
た
や
う
に
乱
舞
が
止
ま
つ

て
祈
り
の
声
が
空
に
上
つ
た
」
一
方
で
、
カ
ン
ナ
は
「
竊
に
階
上
観
台
か
ら
ガ

ル
タ
ン
の
城
市
を
見
下
し
」
て
い
る
。

� 

「
ガ
ル
タ
ン
よ
、
爾
は
爾
の
醜
き
慣
習
の
た
め
に
滅
落
す
る
で
あ
ら
う
。
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嗚
呼
ガ
ル
タ
ン
よ
。
滅
亡
せ
よ
。
今
や
爾
は
吾
の
た
め
に
バ
タ
ラ
ビ
ン
の

池
の
ご
と
く
亡
び
る
と
き
が
来
た
。」

�
彼
は
醜
い
顔
に
市
民
に
放
つ
復
讎
の
微
笑
を
浮
べ
な
が
ら
、
酒
を
呷
つ

て
首
筋
の
動
脈
を
切
断
し
た
。
併
し
、
彼
は
ふ
と
傍
に
立
つ
て
ゐ
る
飲
み

干
し
た
酒
甕
に
気
が
つ
く
と
、
そ
の
日
会
堂
を
震
は
せ
た
自
分
の
堂
々
た

る
雄
弁
と
、
酒
甕
と
、
自
分
の
死
体
と
を
思
ひ
比
べ
て
物
語
つ
て
ゐ
る
市

民
の
言
葉
が
浮
ん
で
来
た
。

� 

「
賢
者
は
死
ん
だ
。
賢
者
は
自
殺
を
怖
れ
て
美
酒
を
飲
ん
だ
。
賢
者
の
言

葉
は
エ
ル
サ
レ
ム
の
卜
者
の
や
う
に
嘘
言
で
あ
る
。」

カ
ン
ナ
は
、「
ガ
ル
タ
ン
よ
、
爾
は
爾
の
醜
き
慣
習
の
た
め
に
滅
落
す
る
で

あ
ら
う
」
と
考
え
な
が
ら
、「
復
讎
の
微
笑
を
浮
」
べ
て
お
り
、
ガ
ル
タ
ン
の

滅
落
を
楽
し
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
カ
ン
ナ
が
「
そ
の
昔
美

し
い
妻
を
奪
は
れ
た
独
身
者
」
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。「
醜
男
」
で
あ
る
こ

と
が
原
因
で
妻
を
奪
わ
れ
た
カ
ン
ナ
は
、
世
の
不
公
平
を
感
じ
、
こ
れ
を
ガ
ル

タ
ン
の
「
醜
き
慣
習
」
の
せ
い
だ
と
考
え
た
結
果
、
妻
を
奪
わ
れ
た
恨
み
が
ガ

ル
タ
ン
全
体
へ
の
恨
み
に
発
展
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、「
彼
は
醜
い
顔

に
市
民
に
放
つ
復
讎
の
微
笑
を
浮
べ
」
た
。
こ
の
後
、
カ
ン
ナ
の
死
の
直
前
の

様
子
が
読
者
に
明
か
さ
れ
る
。

�

彼
は
酒
甕
を
抱
い
て
立
ち
上
つ
た
。
そ
し
て
、
蹌
踉
と
し
て
圓
柱
を
辿

り
な
が
ら
部
屋
の
中
を
廻
り
始
め
た
が
、
四
方
の
壁
と
な
つ
て
積
み
上
げ

ら
れ
た
哲
学
書
の
山
々
は
、
到
る
所
で
そ
の
偽
善
を
湛
へ
た
酒
甕
の
隠
匿

所
に
な
る
こ
と
を
許
さ
な
か
つ
た
。
が
、
最
後
に
彼
は
庭
園
の
池
の
底
を

胸
に
描
い
た
。
彼
は
衣
の
裾
か
ら
滴
る
血
の
一
線
を
床
石
の
上
に
引
き
な

が
ら
、
長
く
緩
慢
に
池
の
方
へ
う
ね
つ
て
ゐ
る
石
階
を
下
つ
て
い
つ
た
。

と
、
途
中
で
彼
の
膝
は
が
く
り
と
前
に
折
れ
た
。
彼
は
酒
甕
を
抱
い
た
ま

ま
、
崩
れ
た
切
石
の
隙
か
ら
延
び
上
つ
て
ゐ
る
草
の
上
へ
転
が
つ
た
。
彼

は
起
き
上
ら
う
と
し
て
手
に
触
れ
た
立
物
に
身
を
支
へ
る
と
、
そ
れ
は
軟

な
一
握
の
草
だ
つ
た
。
彼
は
再
び
転
が
つ
た
。
が
、
彼
の
優
れ
た
智
謀
は

咄
嗟
の
間
、
彼
の
動
脈
の
切
断
口
を
酒
甕
の
口
に
着
け
し
め
た
。
間
も
な

く
、
血
は
、
ガ
ル
タ
ン
の
た
め
に
受
け
た
不
幸
な
彼
の
生
涯
を
、
そ
の
酒

甕
の
中
に
盛
り
始
め
た
。

� 

「
ガ
ル
タ
ン
よ
、
吾
に
倣
へ
。
ガ
ル
タ
ン
よ
、
滅
ベ
。」

�

血
は
刻
々
に
酒
甕
の
底
か
ら
、
彼
の
確
信
あ
る
復
讐
の
微
笑
を
そ
の
表

面
に
映
し
な
が
ら
浮
き
上
つ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
恰
も
そ
れ
に
伴
奏
す

る
か
の
や
う
に
ガ
ル
タ
ン
の
祈
り
の
声
は
、
断
滅
し
な
が
ら
黒
ま
つ
て
長

く
続
い
た
葡
萄
園
の
上
か
ら
流
れ
て
来
た
。

� 

「
ガ
ル
タ
ン
よ
、
吾
に
倣
へ
。
ガ
ル
タ
ン
よ
、
滅
ベ
。」
カ
ン
ナ
の
頭
は

酒
甕
の
口
か
ら
切
石
の
上
へ
辷
つ
て
落
ち
た
。
酒
甕
は
顛
覆
し
た
。
血
は

彼
の
全
身
に
降
り
か
ゝ
る
と
、
酒
の
香
り
を
上
げ
つ
ゝ
段
階
を
一
つ
一
つ

と
下
つ
て
池
の
方
へ
流
れ
て
い
つ
た
。

「
神
の
浄
き
恵
与
物
」
が
「
自
殺
」
だ
と
し
た
自
身
の
言
葉
の
通
り
、
カ
ン

ナ
は
「
酒
を
呷
つ
て
首
筋
の
動
脈
を
切
断
し
た
」
が
、
ふ
と
「
飲
み
干
し
た
酒

甕
」
の
存
在
を
意
識
す
る
。
そ
し
て
、
市
民
が
自
分
の
死
体
と
酒
甕
を
一
緒
に

発
見
す
る
こ
と
を
想
像
し
て
、
市
民
の
「
賢
者
は
自
殺
を
怖
れ
て
美
酒
を
飲
ん

だ
。
賢
者
の
言
葉
は
エ
ル
サ
レ
ム
の
卜
者
の
や
う
に
嘘
言
で
あ
る
」
と
い
う
言

葉
を
思
い
浮
か
べ
る
。
カ
ン
ナ
は
自
分
の
自
殺
へ
の
恐
怖
心
が
市
民
に
曝
露
さ

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
市
民
に
向
け
た
自
分
の
言
葉
が
嘘
だ
と
気
づ
か
れ
る
こ

と
を
怖
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
カ
ン
ナ
は
酒
甕
の
隠
匿
所
を
探
す
が
、
こ

の
一
連
の
行
動
か
ら
「
復
讎
」
の
計
画
が
読
み
取
れ
る
。
カ
ン
ナ
が
自
分
の
自

殺
へ
の
恐
怖
心
が
市
民
に
曝
露
さ
れ
る
の
を
怖
れ
る
の
は
、
カ
ン
ナ
が
自
殺
こ
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そ
「
救
済
方
法
」
だ
と
人
々
に
予
言
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。「
神
の
浄
き
恵

与
物
」
で
あ
る
の
な
ら
、
死
を
怖
れ
る
こ
と
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、

カ
ン
ナ
が
自
分
の
解
釈
を
「
エ
ル
サ
レ
ム
の
卜
者
の
や
う
に
嘘
言
で
あ
る
」
と

思
わ
れ
る
こ
と
を
想
像
し
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
カ
ン
ナ
は
そ
れ
が
嘘
と
自

覚
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

「
大
い
な
る
神
は
怒
つ
た
」
と
い
う
説
明
も
、「
救
済
方
法
」
が
自
殺
で
あ
る

と
い
う
主
張
も
、
全
部
カ
ン
ナ
の
「
嘘
言
」
で
あ
り
、
妻
を
奪
わ
れ
た
こ
と
へ

の
「
復
讎
」
で
あ
る
。
彼
は
、「
救
済
方
法
」
は
自
殺
で
あ
る
こ
と
を
市
民
に

信
じ
さ
せ
る
た
め
、
自
ら
範
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
に
、
カ
ン

ナ
は
市
民
の
惨
状
を
楽
し
み
、「
復
讎
の
微
笑
を
浮
べ
な
が
ら
、
酒
を
呷
つ
て

首
筋
の
動
脈
を
切
断
し
た
」
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
酒
甕
の
存
在
で
、
カ
ン
ナ

は
計
画
の
欠
陥
を
意
識
す
る
。
こ
の
欠
陥
を
修
正
す
る
た
め
に
、
カ
ン
ナ
は
酒

甕
の
隠
匿
所
を
探
し
た
が
、
そ
の
途
中
、
不
意
に
転
ん
で
、
そ
の
ま
ま
「
動
脈

の
切
断
口
を
酒
甕
の
口
に
着
け
し
め
」
る
。
こ
の
酒
甕
は
、「
飲
み
干
し
た
酒

甕
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
ま
ま
で
は
カ
ン
ナ
が
死
の
前
に
酒
を
大
量
に
飲
ん
で
恐

怖
を
紛
ら
し
た
こ
と
が
い
ず
れ
市
民
に
わ
か
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
カ
ン
ナ

は
、「
彼
の
優
れ
た
智
謀
」
に
よ
っ
て
意
図
的
に
血
を
酒
甕
の
中
に
注
ぐ
と
い

う
こ
と
を
演
じ
た
。「
ガ
ル
タ
ン
よ
、
吾
に
倣
へ
。
ガ
ル
タ
ン
よ
、
滅
ベ
」
と

言
い
な
が
ら
、「
確
信
あ
る
復
讐
の
微
笑
を
」
浮
べ
た
時
点
で
、
カ
ン
ナ
の
復

讎
の
計
画
は
完
成
し
た
の
で
あ
る
。

市
民
は
、「
ガ
ル
タ
ン
を
滅
亡
せ
し
め
た
」
の
は
「
罪
業
」
と
考
え
る
が
、

こ
の
認
識
は
、
カ
ン
ナ
の
「
嘘
言
」
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
一
方
の
カ
ン
ナ

は
、「
復
讎
」
の
た
め
に
「
ガ
ル
タ
ン
を
滅
亡
せ
し
め
」
よ
う
と
考
え
た
。
こ

れ
が
登
場
人
物
の
関
係
性
と
い
う
点
か
ら
分
析
し
た
小
説
の
内
容
で
あ
る
。
し

か
し
、
そ
の
カ
ン
ナ
の
計
画
だ
け
が
小
説
世
界
を
動
か
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
次
節
で
は
、
地
の
文
に
お
け
る
語
り
手
の
視
点
か
ら
「
碑
文
」
を
分
析
す

る
。

四
、

「
碑
文
」
冒
頭
の
一
文
は
「
雨
が
降
り
続
い
た
」、
最
後
の
一
文
は
「
併
し
雨

は
依
然
と
し
て
ヘ
ル
モ
ン
の
山
に
降
り
続
い
た
」
で
あ
る
。
ガ
ル
タ
ン
の
滅
亡

の
過
程
を
描
く
小
説
は
、「
降
り
続
」
く
雨
と
い
う
点
で
首
尾
照
応
す
る
。
首

尾
だ
け
で
は
な
く
、「
雨
が
降
り
続
い
た
」
に
類
す
る
フ
レ
ー
ズ
は
、
地
の
文

に
五
回
出
現
す
る
。

�

1
雨
は
降
り
続
い
た
。
併
し
、
ヘ
ル
モ
ン
山
上
の
ガ
ル
タ
ン
の
市
民
は
、

誰
も
が
何
日
太
陽
を
眺
め
得
る
で
あ
ら
う
か
と
云
ふ
予
想
は
勿
論
、
何
日

か
ら
此
の
雨
が
降
り
始
め
た
か
、
そ
れ
す
ら
今
は
完
全
に
思
ひ
出
す
こ
と

も
出
来
な
く
な
つ
た
。
人
々
の
胃
に
は
水
が
溜
つ
た
。

�

2
不
眠
に
懊
む
者
達
は
寝
台
の
上
か
ら
飛
び
降
り
た
。
さ
う
し
て
、
彼
ら

は
何
時
の
間
に
か
、
見
ず
知
ら
ず
の
者
達
と
一
つ
の
集
団
を
作
り
な
が

ら
、
歩
道
や
廻
廊
の
上
を
暴
徒
の
や
う
に
踊
り
廻
つ
て
ゐ
る
自
分
を
知
つ

た
。
が
立
ち
停
つ
て
顔
を
見
合
せ
た
瞬
間
、
彼
ら
は
不
可
解
な
憎
悪
を
感

じ
て
互
に
侮
蔑
の
視
線
を
投
げ
合
ふ
と
又
踊
つ
た
。

併
し
、
雨
は
ヘ
ル
モ
ン
の
山
に
降
り
続
い
た
。

�
3
彼
ら
は
直
ぐ
さ
ま
酒
甕
へ
そ
の
唇
を
あ
て
な
が
ら
、
酒
舖
や
劇
場
へ
雪

崩
れ
込
む
と
、
魚
の
や
う
に
べ
た
〳
〵
と
大
理
石
や
白
檀
の
上
へ
酔
ひ
潰

れ
て
又
叫
ん
だ
。

�

け
れ
ど
も
、
雨
は
降
り
続
い
た
。
日
に
日
に
市
民
の
死
者
が
急
激
に
増

加
し
た
。
そ
れ
ら
死
者
の
顔
は
老
若
男
女
に
拘
ら
ず
、
皆
一
様
に
老
耄
の
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相
に
変
つ
て
ゐ
て
、
歯
は
揺
る
ぎ
、
窪
ん
だ
肉
の
影
に
は
岩
の
や
う
に
疥

癬
の
巣
を
張
ら
せ
、
さ
う
し
て
、
彼
ら
の
頭
髪
は
引
け
ば
茹
だ
つ
た
芋
毛

の
や
う
に
ぼ
く
〳
〵
と
挘
れ
て
き
た
。

�
4
怨
恨
者
の
復
讐
の
剣
は
赤
錆
の
ま
ま
、
破
廉
を
秘
め
た
市
民
の
胸
へ
公

然
と
突
き
刺
さ
れ
た
。
そ
れ
に
和
し
て
ガ
ル
タ
ン
の
賤
民
達
は
、
一
斉
に

歓
楽
の
簒
奪
者
と
し
て
貴
族
や
富
豪
を
殺
戮
し
た
。
悲
鳴
と
叫
喚
が
幾
日

も
続
い
て
い
つ
た
。
廃
れ
た
花
園
や
路
傍
の
丈
延
び
た
草
叢
の
中
に
は
、

到
る
所
男
女
の
死
体
が
、
酒
盃
の
や
う
な
開
い
た
傷
口
に
雨
に
湛
へ
て
横

た
は
つ
て
ゐ
た
。
併
し
、
雨
は
ま
す
〳
〵
降
り
続
い
た
。
ガ
ル
タ
ン
の
殺

戮
は
次
第
に
そ
の
勢
ひ
を
弱
め
て
い
つ
た
。
が
、
そ
れ
に
ひ
き
か
へ
、
市

民
の
肉
体
は
日
に
日
に
激
し
い
性
の
衝
動
を
高
め
始
め
る
と
、
終
に
ガ
ル

タ
ン
の
城
市
は
ヘ
ル
モ
ン
の
山
上
で
、
声
を
潜
め
た
一
大
売
淫
所
と
変
つ

て
来
た
。

�

5
か
く
し
て
ガ
ル
タ
ン
は
永
久
に
沈
黙
し
た
。
高
い
空
宙
か
ら
ガ
ル
タ
ン

の
城
市
を
見
下
す
と
、
人
々
の
行
跡
を
刻
ん
だ
壁
の
周
囲
に
、
点
々
と
し

て
ゐ
る
市
民
の
死
骸
は
丁
度
黴
の
や
う
に
青
白
く
見
え
て
ゐ
た
。
併
し
雨

は
依
然
と
し
て
ヘ
ル
モ
ン
の
山
に
降
り
続
い
た
。

物
語
の
語
り
手
は
、
ガ
ル
タ
ン
市
民
の
狂
気
を
描
き
つ
つ
、「
雨
は
降
り
続

い
た
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
を
繰
り
返
す
。
し
か
も
、「
降
り
続
い
た
」
の
前
後

に
は
い
ず
れ
も
「
併
し
」
あ
る
い
は
「
け
れ
ど
も
」
と
い
う
逆
接
の
接
続
詞
が

見
ら
れ
る
。
逆
接
の
接
続
詞
の
あ
と
に
は
、
本
来
、
先
行
の
文
章
と
対
立
す
る

現
象
が
書
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
1
の
場
合
、「
併
し
」
に
は

逆
接
の
意
味
は
読
み
取
り
難
く
、
む
し
ろ
順
接
の
接
続
詞
「
だ
か
ら
」
に
置
き

換
え
た
ほ
う
が
、
文
脈
と
し
て
は
わ
か
り
や
す
い
。
2
～
5
の
逆
接
も
、
順
接

の
接
続
詞
「
そ
し
て
」
の
意
味
で
と
る
か
、
あ
る
い
は
逆
接
を
無
視
し
た
ほ
う

が
、
登
場
人
物
の
レ
ベ
ル
に
即
し
た
文
脈
と
し
て
は
意
味
が
通
じ
る
か
も
し
れ

な
い
。

つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
「
併
し
」
は
、「
雨
は
降
り
続
い
た
」
と
い
う
状
況
が
、

登
場
人
物
の
認
識
や
行
動
の
レ
ベ
ル
を
越
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
雨
は
、
人
々
が
互
い
に
憎
み
合
い
（
2
）、
酒
に
お
ぼ
れ
（
3
）、

殺
し
合
い
（
4
）、
つ
い
に
す
べ
て
の
人
間
が
死
滅
し
て
も
（
5
）、
変
わ
ら

ず
「
降
り
続
」
く
。「
併
し
」
は
、
登
場
人
物
た
ち
の
認
識
と
は
無
関
係
に
作

用
す
る
よ
う
な
、
も
う
一
段
上
の
レ
ベ
ル
を
指
し
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ

の
「
降
り
続
い
た
」
は
、
単
に
小
説
世
界
の
背
景
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
は
な

く
、
小
説
世
界
を
規
定
す
る
枠
組
み
の
よ
う
な
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
言
い

換
え
れ
ば
、「
併
し
、
雨
は
降
り
続
い
た
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
の
反
復
に
よ
っ

て
、
ガ
ル
タ
ン
の
滅
落
が
あ
ら
か
じ
め
決
定
さ
れ
た
結
末
で
あ
る
こ
と
が
読
者

に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
下
、
こ
の
雨
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
ガ
ル
タ
ン
の
滅
落
に
影
響
し
て
い

る
の
か
を
分
析
す
る
。

雨
に
よ
っ
て
最
初
に
影
響
を
受
け
た
の
は
、
市
民
の
肉
体
で
あ
る
。
最
初
は

「
胃
に
は
水
が
溜
」
り
、
婦
女
た
ち
の
「
乳
房
は
だ
ん
だ
ん
青
く
脹
ら
」
む
と

い
っ
た
程
度
の
問
題
だ
っ
た
が
、
こ
の
肉
体
の
異
変
に
よ
っ
て
、
徐
々
に
精
神

も
影
響
さ
れ
て
い
く
。「
赤
子
や
子
供
は
水
を
飲
ま
さ
れ
た
怒
り
の
た
め
に
母

親
の
乳
首
を
噛
」
み
、「
通
行
人
は
腹
立
た
し
さ
に
」、「
高
窓
か
ら
」「
空
を
仰

い
で
ゐ
る
」
人
を
「
嘲
弄
」
す
る
。「
嘲
弄
」
さ
れ
た
方
は
怒
り
、「
椅
子
や
器

物
を
歩
道
の
上
へ
投
げ
つ
け
」
る
。
ま
た
歩
道
か
ら
は
「
礫
が
高
窓
を
狙
つ
て

飛
び
込
」
む
。
そ
れ
で
も
、
こ
の
段
階
で
は
「
忽
ち
の
間
に
鎮
」っ
て
、「
後
悔

の
標
に
」、「
げ
ら
〳
〵
と
笑
ひ
合
つ
」
て
済
ん
で
い
る
。

し
か
し
、
雨
は
止
ま
な
い
。
次
の
段
階
に
入
る
と
、
酔
漢
た
ち
が
夜
間
に
騒
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ぎ
出
し
、「
不
眠
に
懊
む
者
達
」
が
「
暴
徒
の
や
う
に
躍
り
廻
」
る
。
つ
ま
り
、

歩
道
の
上
下
と
い
う
狭
い
範
囲
で
は
な
く
、
よ
り
集
団
的
な
精
神
の
問
題
に
発

展
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
ガ
ル
タ
ン
の
日
常
生
活
は
完
全
に
崩
れ
て
し
ま
い
、

個
人
的
な
精
神
問
題
に
と
ど
ま
る
段
階
で
は
、
ま
だ
自
分
の
行
動
を
制
御
で
き

て
い
た
が
、
こ
の
段
階
に
な
る
と
、「
顔
を
見
合
せ
た
瞬
間
、
彼
ら
は
不
可
解

な
憎
悪
を
感
じ
て
互
い
に
侮
蔑
の
視
線
を
投
げ
合
ふ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
互
い

の
行
動
に
憎
悪
を
感
じ
、
そ
れ
を
制
御
で
き
ず
に
感
情
を
あ
ら
わ
に
し
て
し
ま

う
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、「
け
れ
ど
も
、
雨
は
降
り
続
い
た
」
に
続
き
、「
日
に
日
に
市
民
の

死
者
が
急
激
に
増
加
し
」
て
い
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
。「
そ
れ
ら
死
者
の
顔

は
老
若
男
女
に
拘
ら
ず
、
老
耄
の
相
に
変
つ
て
ゐ
」
て
、「
歯
は
揺
る
ぎ
、
窪

ん
だ
肉
の
影
に
は
岩
の
や
う
に
疥
癬
の
巣
を
張
ら
せ
」、「
彼
ら
の
頭
髪
は
引
け

ば
茹
だ
つ
た
芋
毛
の
や
う
に
ぼ
く
〳
〵
と
挘
れ
て
」
く
る
。
こ
う
し
た
記
述
か

ら
、「
死
者
が
急
激
に
増
加
」
し
た
の
は
、
肉
体
の
異
変
が
積
み
重
な
っ
た
結

果
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
カ
ン
ナ
の
予
言
が
示
さ
れ
、
彼
の
嘘
を
信
じ
た
市
民
の
間
に
「
自
殺

が
流
行
し
始
め
」
る
。「
初
め
彼
ら
の
多
く
は
、
穢
れ
た
ガ
ル
タ
ン
の
慣
習
に

怨
恨
を
持
つ
失
恋
者
や
疾
病
者
や
不
具
者
で
あ
つ
た
」
の
だ
が
、
そ
の
後
、「
健

全
な
市
民
の
多
く
が
自
殺
」
す
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
、
最
初
に
カ
ン
ナ
の

嘘
を
信
じ
た
の
は
、
カ
ン
ナ
と
同
じ
よ
う
に
怨
恨
を
抱
い
た
人
々
で
あ
っ
た

が
、
そ
の
後
、
健
全
な
人
に
も
自
殺
が
広
ま
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

こ
の
「
自
殺
の
流
行
」
に
耐
え
ら
れ
た
市
民
も
、
次
第
に
理
性
を
保
つ
こ
と

が
で
き
な
く
な
る
。「
自
殺
の
流
行
が
衰
へ
始
め
る
と
、
そ
れ
に
代
つ
て
遽
に

殺
人
が
流
行
し
た
」
が
、「
併
し
、
雨
は
ま
す
ま
す
降
り
続
」
き
、「
殺
戮
は
次

第
に
そ
の
勢
ひ
を
弱
め
て
い
」
く
。
そ
の
一
方
で
「
肉
体
は
日
に
日
に
激
し
い

性
の
衝
動
を
高
め
始
め
」、
ガ
ル
タ
ン
は
「
一
大
売
淫
所
と
変
つ
て
」
い
き
、

最
後
に
「
ガ
ル
タ
ン
の
市
民
は
、
過
去
の
一
切
の
記
憶
を
忘
却
し
、
眠
り
に
落

ち
る
青
白
い
獣
で
あ
る
か
の
や
う
に
、
た
ゞ
呆
然
と
生
き
て
ゐ
る
に
す
ぎ
な
」

く
な
る
。

語
り
手
の
視
点
で
ガ
ル
タ
ン
の
滅
落
を
確
認
す
る
と
、
ガ
ル
タ
ン
の
異
変
は

漸
進
的
で
あ
る
と
言
え
る
。
精
神
の
異
変
も
肉
体
の
異
変
も
、
地
の
文
の
記
述

か
ら
す
れ
ば
定
量
的
で
あ
り
、
定
性
的
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
雨
の
及
ぼ
す
影

響
が
少
し
ず
つ
積
み
重
な
っ
た
結
果
で
あ
る
と
言
え
る
。
個
人
的
な
精
神
の
問

題
は
、
や
が
て
集
団
的
な
精
神
の
問
題
に
発
展
す
る
。
さ
ら
に
進
む
と
、
市
民

は
自
殺
し
、
殺
人
を
犯
し
、
さ
ら
に
性
衝
動
も
抑
え
ら
れ
な
く
な
る
。
人
間
は

理
性
を
少
し
ず
つ
失
い
、「
過
去
の
一
切
の
記
憶
を
忘
却
し
、
眠
り
に
落
ち
る

青
白
い
獣
」
に
な
る
。
最
終
的
に
、
二
人
の
市
民
が
カ
ン
ナ
の
予
言
を
思
い
出

し
、
人
々
も
「
一
斉
に
忘
却
し
て
ゐ
た
ガ
ル
タ
ン
の
記
憶
を
投
げ
つ
け
ら
れ
」、

ま
た
「
狂
人
の
や
う
に
怒
り
出
」
し
、
殴
り
合
い
、「
ガ
ル
タ
ン
は
永
久
に
沈

黙
」
す
る
の
で
あ
る
。

ガ
ル
タ
ン
の
市
民
は
、「
ガ
ル
タ
ン
を
滅
亡
せ
し
め
た
」
の
は
「
悪
業
」
と

思
い
こ
み
、
こ
の
「
罪
業
」
か
ら
救
わ
れ
る
た
め
に
自
殺
す
る
。
ま
た
怨
恨

を
抱
い
た
人
々
に
つ
い
て
は
、「
怨
恨
者
の
復
讐
の
剣
は
赤
錆
の
ま
ま
、
破
廉

を
秘
め
た
市
民
の
胸
へ
公
然
と
突
き
刺
さ
れ
」、
階
級
問
題
の
た
め
、「
賤
民
達

は
、
一
斉
に
歓
楽
の
簒
奪
者
と
し
て
貴
族
や
富
豪
を
殺
戮
」
す
る
に
至
る
。
し

か
し
、
こ
の
「
悪
業
」
に
つ
い
て
の
認
識
は
、
カ
ン
ナ
に
騙
さ
れ
た
結
果
で
あ

る
。
そ
し
て
、
カ
ン
ナ
は
、「
ガ
ル
タ
ン
を
滅
亡
せ
し
め
た
」
の
は
自
分
の
「
復

讎
」
と
思
い
な
が
ら
、
自
殺
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、「
碑
文
」
の
中
で
、
自
分
の
行
動
が
少
し
ず
つ

こ
の
「
降
り
続
い
た
」
雨
に
影
響
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
誰
も
意
識
し
て
い
な
い
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こ
と
が
わ
か
る
。
登
場
人
物
た
ち
は
自
分
の
意
識
に
基
づ
い
て
行
動
し
て
い
る

と
思
っ
て
い
る
が
、
す
べ
て
の
行
動
は
時
間
と
空
間
の
中
で
こ
の
「
降
り
続
い

た
」
雨
に
支
配
さ
れ
て
い
る
。
自
殺
も
、
殺
し
合
い
も
、
こ
の
雨
に
影
響
さ
れ

た
結
果
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
意
識
し
て
い
な
い
市
民
は
、
カ
ン
ナ
の
解
釈
を
信

じ
、「
悪
業
」
が
原
因
だ
と
思
い
込
む
。
そ
の
時
、
繰
り
返
さ
れ
る
「
雨
は
降

り
続
い
た
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
は
、
登
場
人
物
た
ち
の
意
識
が
き
わ
め
て
限
定

的
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

「
碑
文
」
で
は
、
物
理
的
な
空
間
も
厳
密
に
作
ら
れ
て
い
る
。
哲
学
者
た
ち

の
集
会
に
お
い
て
、「
或
る
哲
学
者
は
ガ
ル
タ
ン
が
ヘ
ル
モ
ン
山
上
に
位
置
す

る
を
以
つ
て
と
云
ひ
、
或
る
者
は
新
生
の
惑
星
が
城
市
の
上
空
を
飛
遊
し
つ
つ

あ
る
が
故
と
論
じ
」
た
。
そ
の
後
、
一
人
は
「
ヘ
ル
モ
ン
の
山
を
下
り
よ
。
ガ

ル
タ
ン
の
市
民
は
カ
イ
ザ
リ
ア
へ
逃
げ
よ
」
と
言
い
、
別
の
誰
か
が
「
空
は
続

い
て
ゐ
る
」
と
答
え
、
ま
た
別
の
人
物
が
「
ガ
ル
タ
ン
を
捨
て
て
、
ボ
ル
ペ
レ

オ
ン
へ
行
け
。」
と
言
い
、「
ヘ
ル
モ
ン
を
下
る
大
道
は
瀑
布
で
あ
る
。」
と
答

え
る
。
そ
し
て
、
カ
ン
ナ
が
自
殺
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
と
説
明
し
た
後
、「
会

合
の
詳
細
な
報
告
は
直
ち
に
ガ
ル
タ
ン
の
城
市
に
拡
つ
た
」
と
い
う
過
程
を
経

過
し
、「
恐
怖
の
波
が
人
々
の
胸
か
ら
胸
を
揺
る
い
で
い
つ
た
」。
市
民
は
自
殺

す
る
と
き
も
、「
廻
廊
の
壁
に
」「
罪
業
の
数
々
を
刻
み
つ
け
」、「
人
々
は
壁
か

ら
壁
へ
押
し
流
れ
て
、
日
々
に
現
れ
る
新
ら
し
い
壁
の
文
字
を
読
み
渡
つ
た
」

と
い
う
空
間
的
な
移
動
を
経
過
す
る
。
こ
う
し
て
市
民
は
具
体
的
な
「
罪
業
」

を
知
り
、「
遽
に
殺
人
が
流
行
」
す
る
こ
と
に
な
る
。

「
ヘ
ル
モ
ン
山
上
」、「
城
市
の
上
空
」、「
ヘ
ル
モ
ン
を
下
る
大
道
」、「
会
堂
」

か
ら
「
城
市
」
へ
の
距
離
、「
廻
廊
」
の
中
で
の
移
動
、
横
光
は
こ
れ
ら
の
場

所
を
設
定
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
空
間
で
の
移
動
の
過
程
ま
で
意
識

し
な
が
ら
、「
碑
文
」
を
書
い
た
。
こ
の
横
光
が
作
っ
た
空
間
内
で
、
す
べ
て

の
存
在
は
、
移
動
を
制
限
さ
れ
、
過
程
に
支
配
さ
れ
る
。
こ
の
時
空
間
で
「
降

り
続
い
た
」
雨
は
一
貫
し
て
登
場
人
物
を
支
配
し
て
い
る
。
市
民
は
自
分
の
意

識
で
行
動
し
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
が
、
そ
の
一
つ
一
つ
の
行
動
は
全
て
こ
の

時
空
間
の
関
係
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

五
、

以
上
、
見
て
き
た
よ
う
に
、「
碑
文
」
を
語
り
の
視
点
で
読
め
ば
、「
ガ
ル
タ

ン
を
滅
亡
せ
し
め
た
」
の
は
「
罪
業
」
で
も
「
復
讎
」
で
も
な
く
、「
降
り
続

い
た
」
雨
に
他
な
ら
な
い
。
小
説
世
界
の
中
で
、
人
間
は
自
分
の
意
識
に
よ
っ

て
行
動
し
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
が
、
そ
の
行
動
は
環
境
に
決
め
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
。

『
文
語
訳
聖
書
』
の
「
創
世
記
」
の
中
で
も
、
世
を
滅
ぼ
す
雨
が
描
か
れ
て

い
た
。『
聖
書
』
の
中
で
、「
ヱ
ホ
バ
」
は
人
の
悪
を
見
て
、「
地
の
上
に
人
を

造
り
し
こ
と
」
を
後
悔
し
た
。
そ
し
て
、「
洪
水
を
地
に
起
し
て
凡
て
生
命
の

気
息
あ
る
肉
な
る
者
を
天
下
よ
り
剪
滅
」
す
る
こ
と
を
決
め
た
。「
ヱ
ホ
バ
」

は
「
大
淵
の
源
皆
潰
れ
天
の
戸
開
け
て
」、「
四
十
日
四
十
夜
地
に
雨
ふ
ら
し
」

た
。「
水
甚
大
に
地
に
瀰
漫
り
け
れ
ば
天
下
の
高
山
皆
お
ほ
は
れ
た
」
結
果
、

「
凡
そ
地
に
動
く
肉
な
る
者
家
畜
獣
地
に
匍
ふ
諸
の
昆
虫
お
よ
び
人
皆
死
」
ぬ
。

し
か
し
、「
ヱ
ホ
バ
の
目
の
ま
へ
に
恩
を
得
」
た
ノ
ア
は
、「
義
人
に
し
て
其
世

の
完
全
き
者
」
と
し
て
、「
松
木
を
も
て
」「
方
舟
を
造
」
り
、「
洪
水
を
避
て

方
舟
に
い
」
る
こ
と
で
「
剪
滅
」
か
ら
許
さ
れ
た
。
こ
れ
が
有
名
な
「
ノ
ア
の

方
舟
」
の
話
で
あ
る
。

「
碑
文
」
と
「
創
世
記
」
の
相
違
点
に
つ
い
て
、
小
田
桐
弘
子
は
、「
こ
の
短

篇
「
碑
文
」
は
、
旧
約
聖
書
の
創
世
記
に
し
る
さ
れ
て
い
る
ノ
ア
の
洪
水
の
物
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語
の
よ
う
に
大
雨
に
よ
っ
て
、
都
市
ガ
ル
タ
ン
が
滅
亡
す
る
話
で
あ
る
。
し
か

し
ノ
ア
の
大
洪
水
と
違
っ
て
、
最
後
の
一
人
に
到
る
ま
で
救
わ
れ
ず
、
洪
水
に

よ
っ
て
ガ
ル
タ
ン
の
市
民
全
部
が
死
ん
で
し
ま
う
。
も
ち
ろ
ん
、
ガ
ル
タ
ン
市

は
ま
っ
た
く
滅
亡
す
る
と
い
う
話
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
確
か
に
、『
聖

書
』
に
お
い
て
ノ
ア
は
救
わ
れ
た
が
、「
碑
文
」
に
お
い
て
は
、
誰
も
救
わ
れ

ず
、「
ガ
ル
タ
ン
は
永
久
に
沈
黙
」
す
る
し
か
な
い
。『
聖
書
』
に
お
い
て
は
、

「
人
の
悪
」
こ
そ
「
ヱ
ホ
バ
」
が
人
を
「
剪
滅
」
す
る
原
因
で
あ
っ
た
。「
ヱ
ホ

バ
」
は
「
四
十
日
四
十
夜
地
に
雨
ふ
ら
」
す
と
い
う
方
法
を
通
じ
て
、「
水
甚

大
に
地
に
瀰
漫
り
け
れ
ば
天
下
の
高
山
皆
お
ほ
は
れ
」
た
り
と
い
う
状
況
に
至

ら
せ
、
人
を
「
剪
滅
」
す
る
。
つ
ま
り
、「
ヱ
ホ
バ
」
は
世
界
を
沈
ま
せ
る
こ

と
で
直
接
に
人
を
「
剪
滅
」
す
る
。
そ
し
て
ノ
ア
は
「
義
人
」
で
あ
る
が
故
に
、

「
ヱ
ホ
バ
」
に
救
済
方
法
を
教
え
ら
れ
、
方
舟
で
生
き
残
っ
た
。『
聖
書
』
の
世

界
で
は
、
悪
業
を
な
す
者
は
殲
滅
さ
れ
、
善
行
を
な
す
者
は
神
か
ら
救
わ
れ

る
。
人
間
の
意
識
が
そ
の
運
命
を
決
め
る
の
で
あ
る
。

一
方
、「
碑
文
」
に
お
い
て
、
市
民
の
精
神
と
肉
体
は
、
こ
の
「
降
り
続
い

た
」
雨
の
影
響
で
壊
れ
て
い
く
。
自
殺
も
、
殺
し
合
い
も
、
す
べ
て
の
行
動
が

こ
の
雨
に
影
響
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
。
自
分
の
行
動
が
雨
に
影
響
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
意
識
で
き
な
い
市
民
は
、
カ
ン
ナ
の
「
嘘
言
」
を
信
じ
、
行
動
の
理
由

を
「
悪
業
」
と
解
釈
し
た
。
そ
し
て
カ
ン
ナ
も
ま
た
、
自
ら
の
「
復
讎
」
の
計

画
が
実
現
さ
れ
た
と
信
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
横
光
が
作
っ
た
こ
の
厳
密
な
時

間
と
空
間
を
持
つ
世
界
の
中
で
、
ガ
ル
タ
ン
の
滅
亡
は
、
あ
く
ま
で
雨
の
影
響

で
漸
進
的
に
発
展
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
存
在
は
、
過
程
の
な
か
に
あ

り
、
そ
の
行
動
は
、
時
空
間
の
内
部
の
関
係
、
つ
ま
り
、
環
境
に
よ
っ
て
決
め

ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
「
ヱ
ホ
バ
」
の
よ
う
な
存
在
は
な
く
、
誰
も
こ
の
関

係
か
ら
逸
脱
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

第
二
節
で
指
摘
し
た
、「
碑
文
」
の
登
場
人
物
た
ち
の
会
話
が
『
文
語
訳
聖

書
』
の
文
体
を
模
倣
し
て
い
る
こ
と
に
戻
ろ
う
。
こ
の
文
体
の
模
倣
は
、「
碑

文
」
の
登
場
人
物
た
ち
が
、『
文
語
訳
聖
書
』
の
世
界
と
繋
が
っ
て
い
る
存
在

で
あ
り
、『
聖
書
』
の
世
界
観
で
諸
現
象
を
認
識
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

い
っ
ぽ
う
、「
碑
文
」
の
語
り
手
は
、『
文
語
訳
聖
書
』
の
世
界
を
相
対
化
す
る

存
在
で
あ
る
。「
碑
文
」
に
お
い
て
、
横
光
は
、
登
場
人
物
た
ち
の
語
り
に
『
文

語
訳
聖
書
』
の
文
体
を
用
い
、
語
り
手
の
語
り
と
明
確
に
区
別
し
た
。
こ
の
こ

と
に
よ
っ
て
、
彼
は
登
場
人
物
た
ち
の
認
識
レ
ベ
ル
と
、
そ
れ
を
相
対
化
す
る

語
り
手
の
レ
ベ
ル
を
区
分
し
、
環
境
に
支
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
こ
と

さ
え
で
き
な
い
神
の
民
の
愚
か
さ
を
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
に
描
き
出
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

横
光
は
『
文
語
訳
聖
書
』
の
文
体
ま
で
模
倣
し
て
、
神
の
存
在
を
前
提
と
し

た
因
果
応
報
の
論
理
を
意
識
さ
せ
つ
つ
、
そ
の
論
理
を
相
対
化
し
て
、
誰
で
も

環
境
に
決
め
ら
れ
た
運
命
か
ら
逃
げ
ら
れ
な
い
と
い
う
思
想
を
読
者
に
伝
え
よ

う
と
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
思
想
は
そ
の
後
も
横
光
の
小
説
を
構
成
す
る
重
要

な
要
素
と
な
っ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
た
い

が
、
こ
れ
が
、
横
光
が
「
自
分
で
は
、「
碑
文
」
が
一
番
気
に
入
つ
て
ゐ
ま
す
。」

と
述
べ
た
理
由
で
あ
る
と
考
え
る
。

注
 

（
１
）�
横
光
は
晩
年
の
「
解
説
に
代
へ
て
（
一
）」（『
三
代
名
作
全
集
─
─
横

光
利
一
集
』、
改
造
社
、
一
九
四
一
）
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。「
初
期
の
作
品
の
中
で
一
番
初
め
に
書
い
た
も
の
は
「
蝿
」
で
あ

る
。
次
ぎ
に
「
笑
は
れ
た
子
」「
御
身
」「
赤
い
色
」「
落
さ
れ
た
恩
人
」

「
碑
文
」「
芋
と
指
輪
」
と
い
ふ
順
番
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
皆
、
私
の
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二
十
歳
か
ら
二
十
五
歳
ま
で
の
作
で
、
表
現
と
は
い
か
な
る
も
の
か
を

厳
密
に
ま
だ
知
ら
ず
、
筆
を
持
つ
態
度
に
の
み
極
度
に
厳
格
に
な
つ
て

ゐ
た
一
時
期
の
作
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
は
、
私
は
何
よ
り
藝
術
の
象

徴
性
を
重
ん
じ
、
写
真
よ
り
も
む
し
ろ
は
る
か
に
構
図
の
象
徴
性
に
美

が
あ
る
と
信
じ
て
い
ゐ
た
。
い
は
ば
文
学
を
彫
刻
と
等
し
い
芸
術
と
空

想
し
た
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
の
開
花
期
で
あ
つ
た
が
、
こ
の
時
期
の
最
後

の
作
が
「
日
輪
」
で
あ
り
、
こ
れ
が
文
壇
と
い
ふ
市
場
の
雑
誌
に
掲
載

さ
れ
た
處
女
作
と
な
つ
た
こ
と
は
、
我
な
が
ら
不
思
議
な
こ
と
だ
と
思

つ
て
ゐ
る
」。
こ
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
作
品
は
同
じ
時
期
に

発
表
さ
れ
た
だ
け
で
は
な
く
、
同
時
期
に
書
か
れ
た
こ
と
も
確
認
で
き

る
。

 

（
２
）�

川
端
康
成
は
、『
横
光
利
一
作
品
集
１
』（
創
元
社
、
一
九
五
二
・
三
）

の
「
解
説
」
で
、「「
日
輪
」、「
蝿
」、「
碑
文
」、「
上
海
」
に
つ
い
て

言
ふ
頁
は
な
く
な
つ
た
。
し
か
し
、
こ
の
第
一
巻
の
解
説
で
は
、「
日

輪
」、「
蝿
」
な
ど
の
横
光
の
出
世
作
、
当
時
の
問
題
作
よ
り
も
、
そ
れ

以
前
の
「
火
」、「
御
身
」
な
ど
の
田
園
的
な
、
あ
る
ひ
は
自
伝
的
な
作

品
に
、
横
光
の
読
者
の
注
意
を
促
せ
ば
、
そ
れ
で
私
は
満
足
す
る
」
と

述
べ
た
。
そ
の
七
ヶ
月
後
、
岩
波
文
庫
『
機
械

他
九
篇
』（
岩
波
書

店
、
一
九
五
二
・
十
）
の
「
解
説
」
で
、
川
端
は
、「
横
光
は
そ
の
年

の
五
月
、『
文
藝
春
秋
』
に
「
蝿
」
を
、『
新
小
説
』
に
「
日
輪
」
を
発

表
し
て
、
た
ち
ま
ち
特
色
の
顕
著
な
新
作
家
と
し
て
注
目
さ
れ
た
。
翌

十
三
年
に
当
時
の
新
進
作
家
二
十
名
近
く
が
同
人
と
な
つ
て
『
文
芸
時

代
』
を
創
刊
し
て
、
新
感
覚
派
の
文
学
運
動
が
、
こ
の
時
に
興
つ
た
。

横
光
は
そ
の
先
頭
で
あ
り
、
代
表
で
あ
つ
た
」
と
述
べ
た
。「
日
輪
」、

「
蝿
」
は
、
横
光
の
「
出
世
作
」
で
あ
る
と
言
え
る
。

 

（
３
）�

小
田
桐
弘
子
「『
碑
文
』
論
」（『
横
光
利
一
』、
南
窓
社
、
一
九
八
〇
・

五
）
は
、「
碑
文
」
に
、
ポ
ー
の
「
赤
き
死
病
の
仮
面
」
の
影
響
が
あ
っ

た
こ
と
も
指
摘
す
る
。

 

（
４
）�

日
置
俊
次
「
横
光
利
一
論
─
─
初
期
作
品
か
ら
『
夜
の
靴
』
へ
」（『
青

山
学
院
大
学
文
学
部
紀
要
』
五
十
一
巻
、
二
〇
一
〇
・
二
）

 

（
５
）�

十
重
田
裕
一
「
典
拠
の
志
向
性
─
─
一
九
二
三
年
、
横
光
利
一
の
文
壇

登
場
期
を
中
心
に
」（『
国
語
と
国
文
学
』
八
十
七
巻
五
号
、
二
〇
一
〇
・

五
）

 

（
６
）�

海
老
沢
有
道�

『
日
本
の
聖
書
─
─
聖
書
和
訳
の
歴
史
』（
講
談
社
学
術

文
庫
、
一
九
八
九
）

 

（
７
）�

本
稿
で
引
用
す
る
『
文
語
訳
聖
書
』
は
、
サ
キ
出
版
が
二
〇
一
三
年
十

月
に
発
行
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
底
本
は
日
本
聖
書
協
会
が
一
九
五

三
年
に
発
行
し
た
も
の
で
あ
り
、
初
版
は
一
八
八
七
年
に
発
行
さ
れ

た
、
い
わ
ゆ
る
「
明
治
元
訳
聖
書
」
で
あ
る
。

付
記本

稿
中
に
引
用
し
た
横
光
の
文
章
は
、
す
べ
て
河
出
書
房
新
社
版
『
定
本
横

光
利
一
全
集
』
に
拠
っ
た
。
た
だ
し
、
仮
名
遣
い
は
原
文
の
ま
ま
と
し
、
旧
漢

字
は
新
体
字
に
改
め
て
い
る
。

�

（
え
い
・
そ
う
え
ん
）
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